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講)
(

演)
(

n)

浄

土

教

の

眼

0

寺

川

俊

昭

今
回
の
共
通
テ
I

マ
は
禅
と
浄
土
教
で
あ
り
ま
す
が
、
私
の
専
攻
は
、 

親
*

の
思
想
研
究
を
こ
と
と
し
て
お
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
浄
土
教
と
 

申
し
ま
し
て
も
、
浄
土
教
と
呼
ば
れ
て
い
る
仏
教
の
伝
統
で
ご
ざ
い
ま

 

す
ね
。
多
少
内
容
に
入
れ
ば
往
生
浄
土
の
仏
道
と
、
こ
う
性
格
づ
け
る
 

こ
と
の
で
き
る
伝
統
が
仏
教
の
歴
史
の
中
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
親
 

鸞
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
握
し
て
い
た
の
か
、
と
申
し
ま
す
よ
 

り
も
、
往
生
浄
土
の
仏
道
、
そ
こ
に
立
っ
て
親
*

が
、
お
よ
そ
仏
道
と
 

い
わ
れ
る
も
の
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
了
解
を
し
て
い
た
の
か
、 

こ
れ
を
た
ず
ね
る
と
い
う
ふ
う
に
視
点
を
決
め
た
方
が
よ
ろ
し
い
か
と

 

思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
あ
と
で
繰
り
返
し
申
し
あ
げ
る
と
思
い
ま
す
が
、
親
鸞
が
 

「

誓
願一

仏
乗」

と
い
う
こ

と

を

大
変
力
を
込
め
て
語
る
の
で
す
。

こ
 

う
い
う
誓
願
一
仏
乗
と
い
う
言
葉
で
親
*
が
立
っ
た
往
生
浄
土
の
仏
道

と
し
て
の
積
極
性
を
語
り
続
け
る
の
で
す
ね
。

一

乗
と
い
う
言
葉
が
何
を
表
し
て
い
る
か
と
い
う
こ

と

は

仏
教
が
ィ
 

ン
ド
で
再
展
開
を
し
た
大
乗
は
む
し
ろ
、
菩
薩
道
と
い
う
か
た
ち
で
仏

 

教
を
内
容
づ
け
た
と
了
解
さ
れ
ま
す
が
、
中
国
で
大
乗
が
再
展
開
し
ま

 

す
時
は
、
菩
薩
道
と
い
う
よ
り
も
一
乗
、

つ
ま
り
最
も
根
源
的
な
仏
道
、 

親
鸞
が
よ
く
使
う
言
葉
で
言
え
ば
、
如
来
の
誓
願
に
よ
っ
て
実
現
す
る

 

無
上
仏
道
。

最
初
に
申
し
あ
げ
て
お
く
べ
き
か
と
思
い
ま
す
が
、
親
鸞
が
誓
願
一
 

仏
乗
と
主
張
す
る
仏
道
、

つ
ま
り
浄
土
真
宗
で
す
ね
。
こ
れ
は
日
本
仏
 

教
の
歴
史
で
申
し
ま
す
と
、
浄
土
真
宗
と
一
番
緊
張
関
係
に
あ
り
ま
す

 

伝
統
は『
法
華
経』

の
伝
統
で
あ
り
ま
し
て
、
禅
と
念
仏
じ
ゃ
な
い
の
 

で
す
ね
。『
法
華
経』

の「

眇
法
蓮
華
経」

の
教
説
に
立
つ
仏
教
、

『

無
 

a

寿
経

j

の
伝
統
に
立
つ
仏
教
、
こ

れ

が

緊
張
関
係
を
も

っ

て

日
本
仏
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救
の
歴
史
を
形
成
し
て
き
て
い
る
と
、
こ
う
見
る
視
点
が
、
意
味
あ
る
 

も

の

と

し
て
あ

り

得
る
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
場
合
ど
ち
ら
も
経
宗
、
教
説
に
非
常
に
大
切
な
意
味
を
み
る
伝

 

統
で
す
か
ら
、

「
沙
法
蓮
華
経」

を
選
ぶ
か

r

無
量
寿
経』

を
選
ぶ
か
、 

こ
う
い
う
教
法
の
選
び
取
り
、
も
し
く
は
選
び
捨
て
、
こ
う
い
う
も
の
 

が
出
発
点
に
あ
る
よ
う
な
伝
統
で
す
ね
。

禅
の
場
合
は
不
立
文
字
、
あ
る
い
は
教
外
別
伝
、
言
葉
を
超
え
る
と

 

い
う
立
場
と
違
い
ま
し
て
、
経
宗
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
教
法
、
教
説
、 

あ
る
い
は
教
言
、

こ
う
い
う
言
葉
と
い
う
も
の
に
深
い
関
心
を
も
っ
て

 

語
ら
れ
、
か
つ
顕
教
を
主
張
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
伝
統
の
仏
教
で
す
ね
。
 

こ
れ
が
親
*

の
明
ら
か
に
し
て
い
く
仏
教
の
ひ
と
つ
の
強
い
性
格
で
す
。
 

で
す
か
ら
親
鸞
独
自
の
言
葉
と
い
う
の
は
殆
ど
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
大
 

乗
仏
教
の
長
い
歴
史
が
磨
い
た
言
葉
、
こ
れ
を
駆
使
し
な
が
ら
親
鸞
が
 

自
己
の
信
念
と
し
て
獲
得
し
た
仏
道
、

つ
ま
り
真
宗
学
を
語
る
。

い
ま
言
っ
た
往
生
浄
土
の
仏
道
、
こ
れ
を
よ
り
正
確
に
表
現
し
ま
す

 

時
に
は『

教
行
信
証』

の
も
と
の
浄
土
の
真
実
の
教
行
証
と
い
う
こ
と

 

に
な
り
ま
す
。

「

浄
土
の
真
実
の
教
行
証」

と
い
う
言
葉
で
何
を
語
ろ

 

う
と
し
て
い
る
か
。

こ
れ
が
問
う
べ
き
課
題
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
真
宗
に
つ
い
て
最
初
に
、
特
徴
的
な
事
柄
を
ニ
つ
ば
か

 

り
挙
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
の
真
宗
を
た
ず
ね
て
ゆ
き
ま

 

す
時
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
主
著
で
あ
る『

教
行
信
証』

に
よ
る
べ
 

き
な
の
で
す
が
、
初
め
で
す
か
ら『

歎
異
抄』

の
言
葉
に
よ
っ
て
見
当
 

づ
け
を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
一一

章
の
中
で
親
*
は
自
分
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
述
べ
る

 

よ
う
な
趣
で
、
有
名
な
あ
の
言
葉
を
述
懐
し
ま
す
。
親
鷺
が
著
作
で
あ

 

れ
、
対
話
の
場
で
の
語
る
言
葉
で
あ
れ
、
実
名
を
挙
げ
て
語
っ
て
い
る

 

場
合
は
、
重
要
な
信
念
の
吐
S

が
行
わ
れ
て
い
る
目
印
で
す
。

「

親
*

 

に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し

 

と
、
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
を
か
ぶ
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き

 

な
り」

と
。
こ
れ
は
親
鸞
が
生
涯
い
の
ち
の
終
わ
る
ま
で

f

よ
き
ひ
と」

と
仰
い
だ
法
然
の
言
葉
で
す
ね
。

r

た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
助
け
ら
れ

 

よ」

、

こ
う
い
う
言
葉
を
聞
い
て
、
そ
の
通
り
だ
と
信
ず
る
の
が
自
分

 

の
総
て
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
親
鷲
は
自
 

分
の
立
つ
と
こ
ろ
と
し
て
、
き
っ
*は
り
語
っ
て
お
り
ま
す
。 

一 

『

教
行
信
証

J

は
も
う
少
し
趣
が
違
っ
て
ま
し
て「

こ
こ
に
愚

禿

釈
21 

の
親
*

！、
慶
ば
し
い
か
な
、
西
蕃
、
月
支
の
聖
典
、
東
夏
、
日
城
の
師
一

 

釈
、
遇
い
が
た
く
し
て
今
遇
う
こ
と
を
得
た
り
。
聞
き
が
た
く
し
て
す

 

で
に
聞
く
こ
と
を
得
た
り」

「

真
宗
の
教
行
証
を
敬
信
し
て
、

こ
と
に
 

如
来
の
恩
徳
の
深
き
こ
と
を
知
り
ぬ」

。

こ
う
い
う
言
葉
で
。

こ
れ
を
整
理
し
て
言
え
ば「

よ

き

ひ
と
の
お
お
せ」

と

は

師
の
教
え
 

で
す
。
師
の
教
え
を
頂
い
て
、
そ
の
通
り
で
あ
る
と
信
ず
る
の
が
自
分

 

の
総
て
で
あ
る
と
、
こ
う
言
う
の
で
す
か
ら
、
師
教
に
対
す
る
帰
依
が

 

自
己
を
語
る
時
の
立
つ
と
こ
ろ
と
し
て
、
き
っ
ば

り

と

語
っ
て
い
る
の
 

で
す
。

師
の
教
え
、
こ
れ
で
思
い
合
わ
す
こ
と
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
教
え
を
 

聞
く
と
い
う
態
度
は
当
然
、

「

聞

」

で
す
け
れ
ど
も
、
親
鷲
の
仏
教
に



お
い
て
聞
く
と
い
う
審
柄
が
ど
れ
ほ
ど
大
事
な
意
味
を
も
っ
て
語
ら
れ

 

る
か
、
こ
れ
も
ご
存
知
の
通
り
で
す
が
。

第
一
は
、
龍
樹
に
続
い
て
大
乗
の
仏
道
の
思
想
的
な
基
礎
づ
け
を
果

 

た
し
た
幾
人
か
の
す
ぐ
れ
た
思
想
家
の
中
に
無
著
と
い
う
論
師
が
あ
り

 

ま
す
。
無
著
が
あ
ら
わ
し
た
論
書
に『

摂
大
乗
論』

と
い
う
、
大
乗
と
 

は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
非
常
に
す
ぐ
れ
た
大
乗
の
根
本
論
と
い
わ

 

れ
て
い
る
論
盡
の一

つ
が
あ
り
ま
す
。

大
乗
の
仏
道
は「

無
上
涅
槃
の
証
得」

、
こ
れ
が
大
乗
の
求
道
が
願

 

い

と

す

る

と

こ

ろ

で

す

と

。

釈
尊
が
そ
れ
を
得
て
如
来
と
な
っ
た
根
本

 

の
？T

そ
れ
の
内
容
で
す
ね
。
無
上
湼
槃
の
証
得
を
求
め
て
い
く
の
だ

 

が
、
ど

う

し

て

そ

う

い

う

こ

と

が

可
能
な
の
か
。
こ

う

い

う

問
い
が
ご
 

ざ
い
ま
す
で
し
ょ
う
。
煩
悩
に
ま
み
れ
て
生
き
て
い
る
人
間
が
、
如
来
 

の
悟
り
の
内
容
で
あ

る

無
上
涅
槃
を
求
め
、
か
つ
そ
れ
を
得
ん
と
す
る
 

こ
と
は
、
ど
う
し
て
可
能
か
。
こ
れ
が
、
大
乗
仏
教
が
そ
の
歩
み
を
始

 

め
た
頃
か
ら
、
仏
教
の
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
れ
を
初
め
て
無
著
が「

そ
れ
は
ひ
と
え
に
教
法
を
聞
く
と
い
う
こ

 

と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
だ」

と
、
言
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
教
法
を
 

聞
く
、
聴
聞
と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
聞
く
べ
き
こ
と
は
聞
こ
え
て
 

く
る
ま
で
聞
け
、
と
い
う
の
が
聴
聞
で
す
か
ら
、
世
間
を
聞
い
て
も
し

 

よ
う
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
世
間
を
聞
け
ば
、
言
葉
が
ィ
ン
フ
 

レ

ー

シ

ョ

ン
を
起
こ
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
、
そ
の
世
間
語
を
聞
い
 

た
っ
て
し
よ
う
が
な
い
の
で
す
。

聞
く
べ
き
言
葉
と
い
う
の
は
最
淸
浄
法
界
か
ら
現
成
し
た
言
葉
。
つ

ま
り
師
の
教
え
、
覚
者
の
言
葉
、

こ
れ
が
聞
く
に
価
す
る
言
葉
で
あ
る
。
 

そ
れ
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
迷
い
を
迷
い
と
知
っ
て
、
迷
い
の
夢
か
ら

 

醒
め
て
い
く
。
こ
う
い
う
働
き
を
持
っ
た
言
葉
。
最
も
清
浄
な
る
法
性

 

真
如
の
世
界
か
ら
現
れ
出
た
、
こ
う
い
う
質
を
も
っ
た
言
葉
を
聞
く
こ

 

と
に
よ
っ
て
涅
槃
の
悟
り
を
得
て
い
く
可
能
性
が
人
間
に
次
第
に
生
ま

 

れ
て
く

る

の

だ
と
、

「

よ
き
ひ

と

の

お
お
せ」

と
、

具
体
性
を
も
っ
た
師
の
教
え
を
聞
く

 

と

い

う

こ

と

、

そ
の
教
法
を
聞
く
こ

と

を

大
切
に
す
る
親
*

の
立
場
、 

姿
勢
は
、
無
著
が
早
く
か
ら
、
力
を
込
め
て
、
悟
り
を
開

く

可
能
性
は
 

い
か
に
し
て
人
間
に
あ
り
得
る
か
を
た
ず
ね
た
そ
れ
に
、
真
直
ぐ
に
連

 

な
っ
て
い

く

よ

う

な

仏
教
の
理
解
だ

と

、

こ

う

い

う

こ

と

が

改
め
て
思
 

わ
れ
ま
す
。

第
二
の
点
は
、
そ
の
よ
う
な
教
え
と
い
う
意
味
を
も
つ
言
葉
を
語
る

 

師
と
い
う
の
は
い
か
な
る
も
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
親
鷥
独
自
の
了

 

解
が
あ
っ
た
こ
と
が
思
わ
れ
る
の
で
す
。
親
鸞
の
作
っ
た『

和
讚』

が
、 

こ
の
中
に
法
然
を
讚
嘆
す
る『

和
讚』

の
一
つ
で
す
が「

智
慧
光
の
ち
 

か
ら
よ
り
、
本
師
源
空
あ
ら
わ
れ
て」

と
。
法
然
と
は
ど
う
い
う
人
か
、 

何
よ
り
も
ま
ず
智
慧
光
の
ち
か
ら
か
ら
現
れ
た
人
だ
、
と
。
智
慧
光
と
 

は
阿
弥
陀
如
来
の
働
き
で
す
。
阿
弥
陀
如
来
の
働
き
よ
り
、
か
け
が
え
 

の
な
い
師
で
あ
る
源
空
が
現
れ
て「

浄
土
真
宗
を
ひ
ら
き
つ
つ
選
択

 

本
願
の
ベ
た
も
う」

と
、
こ
う
い
う
和
讚
で
す
。

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
師
を
、
仏
教
の
仏
と
は
何
か
と
た
ず
ね

 

た
古
い
思
索
で
言
え
ば
応
化
身
と
い
う
言
葉
で
と
ら
え
ま
す
。
親
鬻
に
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と

り

ま

し

て

法
然
は
応
化
の
如
来
、
応
化
の
仏
、
こ
う
い
う
意
味
を
も

 

っ
て
み
ら
れ
て
い
た
の
で
す
ね
。
法
然
を
応
化
の
仏
と
み
る
目
を
も
っ

 

た

こ

と

に

立
っ
て
、
仏
教
の
根
本
教
師
で
あ
る
釈
尊
を
も
応
化
の
如
来

 

の
一
人
と
、
こ
う
み
て
い
き
ま
す
。
親
鷲
に
と
っ
て
は
法
然
と
釈
尊
と

 

は
全
く
同
格
な
の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
応
化
身
と
し
て
の
法
然
が
語

 

る
教
え
と
い
う
意
味
を
持
つ
言
葉
に
会
い
、
触
れ
、
育
て
ら
れ
て
親
鸞

 

が
仏
道
に
目
を
開
い
て
ゆ
く
わ
け
で
す
。

親
鸞
が
仏
教
を
思
想
的
に
と
ら
え
て
い
く
時
に
決
定
的
な
影
響
を
受

 

け
た一

一
人
の
祖
師
と
し
て
世
親
と
暴
*

が
い
る
わ
け
で
す
。

世
親
が
早
く
回
向
を
語
っ
た
。
そ
れ
を
蠹
鸞
が
受
け
、
回
向
と
は「

阿
 

弥
陀
如
来
の
本
願
の
働
く
か
た
ち」

と
、
こ
う
と
ら
え
て
ゆ
き
ま
す
。
 

本
願
力
の
回
向
で
す
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
具
体
的
に
か
た
ち
を

 

と
っ
て
人
間
に
働
い
て
く
る
、
そ
の
か
た
ち
な
の
だ
が
、
本
願
力
の
回
 

向
が
働
く
か
た
ち
が
ニ
つ
あ
る
と
し
て
、
回
向
に
往
相
回
向
と
還
相
回

 

向
と
ニ
つ
の
か
た
ち
を
暴
鷥
は
み
る
わ
け
で
す
。
親
鸞
は
そ
れ
を
継
承

 

し
て
、
往
相
の
回
向
と
還
相
の
回
向
と
二
種
類
の
回
向
が
あ
る
と
、
こ
 

う
言
う
の
で
す
。
そ
の
還
相
回
向
の
具
体
的
な
か
た
ち
が
こ
れ
は
師
な

 

の
で
す
。
目
が
な
け
れ
ば
凡
夫
と
し
て
法
然
が
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、 

そ
の
人
に
会
う
て
仏
道
へ
心
を
開
か
れ
た
と
い
う
恩
徳
感
の
中
で
法
然

 

を
み
れ
ば
、
た
だ
び
と
と
は
思
え
な
い
®

応
化
の
仏
、
こ
の
よ
う
に
ほ
 

め
讚
え
ら
る
べ
き
存
在
だ
と
、
親
鸞
は
言
う
の
で
す
。

も
う
一
つ
の
思
想
で
は
、
仏
の
働
き
を
行
ず
る
も
の
を
菩
薩
と
い
う

 

言
葉
で
語
り
ま
す
。
菩
薩
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
し
て
、
イ
ン
ド

の
大
乗
の
場
合
は
、
無
上
の
悟
り
を
求
め
る
も
の
と
し
て
菩
薩
が
理
解

 

さ
れ
ま
す
が
、
中
国
の
一
乗
の
場
合
は
、
仏
の
働
き
を
行
ず
る
も
の
、
 

こ
れ
を
菩
薩
と
い
う
も
の
と
し
て
表
す
わ
け
で
す
。
親
*
は一

乗
の
系

 

譜
で
す
か
ら
、
阿
弥
陀
如
来
の
働
き
を
行
ず
る
も
の
、
そ
の
主
体
を
菩
 

薩
と
い
う
も
の
で
表
す
の
で
す
ね
。

菩
薩
と
し
て
と
ら
え
た
場
合
は
、
法
然
は
応
化
の
如
来
で
あ

る

と

共
 

に
還
相
回
向
の
働
き
を
行
ず
る
菩
薩
、
こ
う
い
う
も
の
と
し
て
み
ら
れ

 

て
い
く
の
で
す
。
親
鸞
独
自
の
思
想
で
あ
る
往
相
回
向
、
還
相
回
向
に
 

つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
了
解
が
あ
る
こ
と
で
す
が
、
私
は
い
ま
申
し
 

た
よ
う
な
了
解
が
、
親
鸞
が
持
っ
た
二
種
回
向
の
了
解
だ
と
、
こ
う
考
 

え
て
お
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

I

真
宗
の
特
徴
的
な
事
柄
の
第
二
番
目
で
あ
り
ま
す
が
、
ま

ず

『

歎

異
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抄』

の
第
一
章
を
思
い
起
こ
し
て
み
た
い
の
で
す
。
第
一
章
は
た
ぶ
ん
一

 

唯
円
と
思
わ
れ
る『

歎
異
抄』

を
編
集
し
た
作
者
、

こ
れ
の
整
理
が
加
 

え
ら
れ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

「

弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
 

た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
、
念
仏
 

も

う

さ

ん

と
お
も

い

た
つ
こ
こ
ろ
の
お

こ

る

と
き
、
す
な
わ
ち
摂
取
不

 

捨
の
利
益
に
あ
づ
け
し
め
た
ま
う
な
り」

、

こ
れ
が
冒
頭
の
こ
と
ば
で
 

す
ね
。

い
ま
編
集
者
の
整
理
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
中
し
ま

 

し
た
が
、
少
し
立
ち
入
り
ま
す
と
、
親
鷥
の
用
語
例
で
言
う
と「

誓
願
 

不
思
議
に
た
す
け
ら
れ」

と
い
う
表
現
は
な
い
の
で
す
。

「

誓
願
不
思
 

議

」

と
い
っ
た
場
合
は「

た
す
け
ら
れ
る

J

と
い
う
言
葉
と
な
じ
ま
な



い
の
で
す
ね
。
こ

う

い

う

言
葉
が
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、 

こ
れ
が
真
宗
の
特
徴
的
な
も
の
を
ょ
く
表
す
言
葉
と
思
わ
れ
て
な
ら
な

 

い
の
で
す
。
こ
れ
は
凡
夫
と
し
て
で
な
く
仏
者
と
し
て
の
親
鸞
の
初
心

 

で
す
ね
。
初
め
て
仏
道
に
立
っ
た
、

こ
う
い
わ
れ
る
そ
の
自
党
の
起
こ
 

っ
た
時
で
す
か
ら
初
一
念
と
言
わ
れ
ま
す
。
親
鸞
は
仏
者
と
し
て
流
転

 

の
い
の
ち
で
な
く
、
新
し
い
い
の
ち
に
目
覚
め
た
そ
の
時
、
こ
れ
を
実
 

感
す
る
も
の
で
す
ね
。

『

教
行
信
証

J

で
は
こ
れ
が
、
親
*
そ
の
人
の
回
心
を
表
白
し
た
言

 

葉
で
す
。

「

雑
行
を
捨
て
て
本
願
に
帰
す」

と
、

こ
う
二
十
九
歳
の
親
 

鸞
が
言
い
表
す
こ
と
の
体
険
を
持
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の「

本
願
に
帰

 

す

」

と
い
う
言
葉
で『

教
行
信
証』

が
述
べ
て
い
る
そ

の

体
験
が
、『

歎
 

異
抄

J

で
は「

念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
こ
こ
ろ
が
お
こ
る」

と
 

い
う
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
る
と
、

こ
う
相
対
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で

 

き
ま
す
。

昨
日
の
討
論
の
時
、
禅
経
験
と
禅
意
識
と
い
う
言
葉
で
、
大
切
な
こ
 

と
が
討
議
さ
れ
る
の
を
拝
聴
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
同
じ
仏
教
で
す
か
 

ら
平
行
し
た
か
た
ち
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
。
親
*
の
場
合
は
信
と
い
 

う
言
葉
で
語
る
体
験
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
体
験
を
体
験
に
と
ど
め
る

 

の
で
な
く
て
自
覚
化
し
て
い
く
と
い
う
営
み
が
当
然
起
こ
り
ま
す
。
体
 

験
の
自
覚
化
、
言
葉
に
ょ
る
表
現
で
す
ね
。
そ
の
時
、
親
鸞
は
独
自
の
 

手
続
き
を
持
つ
の
で
す
。

『

教
行
信
証』

の
序
文
に
、
教
と
い
う
も
の
に
対
す
る
、
教
を
聞
く
 

も
の
の
持
つ
姿
勢
と
し
て「

聞
思」

と
い
う
こ
と
を
語
り
ま
す
。
も
う

少
し
小
分
け
し
ま
す
と
、

「

聞

」

に
よ
っ
て「

信

」

と
い
う
体
験
が
得

 

ら
れ
て
、
そ
の
体
験
を「

思
索」

に
よ
っ
て
自
覚
的
な
も
の
に
し
て
い

 

く
の
で
す
。
体
験
を
自
覚
化
す
る
時
に
、
祖
師
達
が
言
っ
た
そ
れ
を
聞

 

く
と
い
う
か
た
ち
で
、
親
*
自
身
の
体
験
の
自
覚
化
が
行
わ
れ
て
い
く

 

の
で
す
。
親
*

に
お
け
る
覚
の
方
法
は
当
然「

聞
思」

と
い
う
言
葉
で
 

表
さ
れ
る
と
、
こ
う
理
解
す
る
の
で
す
。
聞
法
に
は
じ
ま
る
思
索
も
し

 

く
は
聞
法
に
導
か
れ
た
思
索
、
そ
の
思
索
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
祖
師
の
言

 

葉
な
の
で
す
。
こ
う
い
う
営
み
を
親
鷲
は
非
常
に
大
切
に
い
た
し
ま
す
。
 

独
自
の
、
我
流
の
自
覚
化
は
行
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
時
に
親
鸞
が
読
ん
で
い
く
祖
師
達
の
、
親
鸞
に
と
っ
て
教
え
と

 

し
て
響
く
言
葉
、
こ
れ
を
述
べ
て
お
り
ま
す
テ
キ
ス
ト
は
だ
い
た
い
漢
一

 

文
で
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
親
鸞
は
、
法
然
も
そ
う
で
す
が
、
外

国

語
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で
あ
る
漢
文
を
日
本
語
と
し
て
読
む
わ
け
で
す
。
読
む
と
い
う
読
み
方
、

一 

こ
れ
に
独
自
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

文
法
か
ら
い
う
と
や
や
破
格
の
漢
文
の
読
み
方
を
親
鸞
は
か
な
り
繰

 

り
返
し
ま
す
。
親
鸞
の
私
意
的
な
読
み
方
と
い
う
非
難
も
あ
り
ま
し
た

 

が
、
そ
れ
は
的
は
ず
れ
だ
と
言
え
ま
す
。
親
*
は
こ
う
い
う
漢
字
の
羅
 

列
か
ら
、
そ
う
い
う
教
本
を
聞
き
取
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
教
え
 

を
聞
く
親
鸞
の
魂
に
響
く
教
え
の
言
葉
は
こ
う
い
う
も
の
な
の
で
す
。
 

そ
れ
が
親
鸞
の
思
想
表
現
の
特
徴
で
す
。
漢
文
を
ど
う
読
む
か
と
い
う

 

こ
と
に
よ
っ
て
、
独
自
の
思
想
の
表
現
を
行
う
。

こ
う
い
う
理
解
を
持
 

っ
て
も
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で「

念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る」

と
い



う

『
歎
異
抄』

の
特
徴
的
な
言
葉
な
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
、
比
較
的
 

に
直
接
の
表
現
を
と
っ
て
い
る
親
鸞
の
根
本
体
験
、
そ
れ
を
自
覚
的
に
 

表
明
す
れ
ば
ど
う
い
う
言
葉
で
表
す
べ
き
か
、
こ
れ
は
親
鷲
の
場
合
は
 

大
切
な
意
味
を
持
つ
努
力
に
な
り
ま
す
。

そ
の
時
に
、
二
つ
の
教
本
が
そ
の
拠
所
に
な
り
ま
す
。
体
験
を
親
鶯

 

に
自
覚
的
に
と
ら
え
さ
せ
た
第
一
の
教
本
が『

大
無
量
寿
経

J

の
言
葉
 

な
の
で
す
。

こ
と
に
願
成
就
の
文
、
願
成
就
の
教
説
と
理
解
さ
れ
て
い

 

る
短
い
言
葉
、
こ
れ
が
親
鷺
に
と
っ
て
大
事
な
意
味
を
持
っ
て
ね
。

『

太
経』

は
ィ

ン

ド

人
好
み
の
表
現
の
強
い
初
期
の
大
乗
経
典
な
の

 

で
す
。
そ
れ
に
感
動
し
た
世
親
が『

無
量
寿
経

J

は
何
を
言
お
う
と
し

 

て
い
る
教
説
か
と
い
う
こ
と
を
凝
集
さ
せ
て
、
う
た
で
表
し
た
の
が
、 

『

浄
土
論』

な
の
で
す
。

つ
ま
り
阿
弥
陀
の
浄
土
で
あ
る
安
楽
浄
土
と

 

は
ど
う
い
う
世
界
か
を
述
べ
た
論
な
の
で
す
。
そ

の
『

願
生
偈』

の
冒
 

頭
に
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

「

世
尊
我
一
心
帰
命
尽
十
方

 

無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国」

。
ま

た

『

無
量
寿
経』

に
は
次
の
ょ
う
 

な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

「

諸

有

衆

生

聞

其

名

号

信

心

歓

喜

乃

至

 

一
念
至
心
固
向
願
生
彼
国
即
得
往
生
住
不
退
転

」

。

右
の
二
つ
の
文
章
を
読
み
較
べ
ま
す
と
、
す
ぐ
お
分
か
り
頂
け
る
と

 

思
い
ま
す
。
世
親
の『

願
生
偈』

の
冒
頭
の
言
葉
は

r

無
量
寿
経』

が
 

本
願
の
成
就
を
語
る
そ
れ
に
対
す
る
応
答
で
あ
り
、
い
わ
ば
証
言
で
あ
 

り
ま
す
。
内
容
は
同
じ
で
す
。
親
鸞
以
前
は「

大
経」

の
文
章
を
こ
う
 

読
ん
で
お
り
ま
し
た
。

「

諸
有
の
衆
生
は
そ
の
名
号
を
聞
い
て
信
心
歓

 

喜
し
て
、
乃
至
一
念
ま
で
も
至
心
に
回
向
し
て
、
彼
の
国
に
生
ま
れ
ん

と
願
ず
れ
ば
、
即
ち
往
生
す
る
こ
と
を
得
て
不
退
転
に
住
せ
ん」

と
。

親
*

は
や
や
違
っ
た
読
み
方
を
し
ま
す
。

「

諸
有
の
衆
生
は
そ
の
名
号

 

を
聞
い
て
、
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
乃
至一

念
せ
ん
、
至
心
に
回
向
せ
し

 

め
給
え
り
。
彼
の
国
に
生
れ
ん
と
願
ぜ
ば
即
ち
往
生
を
得
て
不
退
転
に

 

住
せ
ん」

と
。

「

諸
有
の
衆
生」

、

こ
こ
に
親
*

は
自
分
を
聞
き
と
る
の
で
す
。
有
 

と
い
う
の
は
流
転
の
三
界
に
流
転
す
る
も
の
。
ち
な
み
に
親
鸞
は
輪
廻

 

と
い
う
言
葉
は
使
い
ま
せ
ん
。
流
転
が
親
*

が
使
う
基
本
語
で
す
ね
。
 

流
転
と
い
う
の
は
存
在
の
根
拠
を
持
っ
て
い
な
い
流
れ
流
れ
て
立
つ
所

 

が
な
い
、
と
い
う
実
感
を
も
っ
て
自
分
と
い
う
存
在
が
み
ら
れ
て
い
る

 

時
に
流
転
、
と
こ
う
言
い
ま
す
。
輪
廻
と
は
六
道
輪
廻
で
す
か
ら
、
六

一
 

道
と
い
う
世
界
が
前
提
に
な
り
ま
す
が
、
親
*
は
そ
う
い
う
の
を
嫌
い
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ま
す
の
で
、
存
在
の
無
根
拠
性
、

こ
う
い
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
流
転
一

 

す
る
も
の
、
と
。
し
か
も「

三
有
に
流
転
す
る
虚
妄
の
性」

こ
れ
が
蜜
 

*

の
人
間
と
い
う
存
在
の
把
握
で
す
ね
。
親
*

で
い
え
ば「

煩
悩
具
足
 

の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
よ
ろ
ず
の
こ
と
、
み
な
も
て
、
そ
ら
 

ご
と
、
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
し」

あ
あ
い
う
述
懐
が
行
わ

 

れ
る
時
に
み
て
い
る
よ
う
な
自
己
の
存
在
で
す
ね
。
虚
妄
の
性
、
底
知
 

れ
な
い
虚
妄
の
中
に
私
の
存
在
が
あ
る
。
こ
う
い
う
痛
み
。

「
そ
の
名
号」

と
い
う
の
は
、
よ
き
人
達
が
阿
弥
陀
如
来
の
功
徳
を

 

名
号

(

南
無
阿
弥
陀
仏

)

に
お
い
て
ほ
め
讚
え
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
も
飛
び
と
び
に
な
り
ま
す
が「

念
仏」

と
い
っ
た
時
に
、
念
仏
 

と
い
う
の
は
だ
い
た
い
仏
を
念
ず
る
と
い
う
言
葉
で
す
。
仏
を
念
ず
る



か
た
ち
は
仏
の
名
を
称
え
る
と

い

う

称
名
だ
と
断
定
し
た
の
は
善
導
で

 

す
。
善
導
以
来
、
念
仏
と
い
え
ば「

称
名
念
仏」

と
、

こ
こ
で
理
解
さ
 

れ
て
き
ま
し
た
。
法
然
も
親
鸞
も
そ
の
伝
統
に
連
な
る
の
で
す
が
。
親
 

鸞
は
念
仏
を
称
名
だ
け
で
と

ら

え

る

の
で
な
く
て

r

聞
名

」

と

い

う

か

 

た
ち
で
念
仏
を
了
解
し
ま
す
。
我
々
が
仏
の
名
を
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称

 

え
る
、
こ
れ
が
称
名
で
す
。
と
こ
ろ
が
も
う
ひ
と
つ
聞
名
と
い
う
の
は
、 

南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
を
使
え
ば
、
阿
弥
陀
仏
に
南
無
せ
よ
と
本

 

願
が
我
ら
を
呼
ぶ
声
を
聞
い
た
、
そ
れ
を
聞
く
の
が
つ
ま
り
聞
名
。
親
 

鸞
が
念
仏
と
言
っ
た
場
合
は
、
称
名
よ
り
も
っ
と
意
義
深
い
念
仏
は
聞

 

名
に
あ
り
ま
す
。

『

大
経』

は
一
貫
し
て
聞
名
を
語
っ
て
、
称
名
は
語

 

ら
な
い
の
で
す
。

一
箇
所
だ
け
あ
り
ま
す
が
。
『

犬
経』

は
聞
名
を
す
 

す
め
る
の
で
あ
っ
て
、
称
名
念
仏
を
す
す
め
る
の
は『

観
無
量
寿
経』

と

r

阿
弥
陀
経』

な
の
で
す
。

要
す
る
に「

流
転
す
る
我
ら
は
、

よ
き
ひ
と
の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
教

 

え
を
聞
い
て
、
歓
喜
に
満
ち
た
一
念
の
信
を
起
こ
す」

と
、

こ
う
言
っ
 

て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
信
心
の
獲
得
は
聞
名
に
よ
れ
。
教
え
を
聞
く
、 

そ
れ
だ
け
だ
、
と
。
ど
こ
ま
で
徹
底
し
て
教
え
を
聞
く
か
が
勝
負
ど
こ

 

ろ
だ
と
い
う
こ
と
が『

大
経』

の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

教
え
を
聞
く
と
い
う
の
は
、
教
え
の
解
釈
と
は
違
い
ま
す
。
伝
承
さ
 

れ
た
経
典
を
解
釈
す
る
と
い
う
、
そ
の
虚
妄
分
別
を
ど
う
し
て
破
る
か

 

と
い
う
の
が
、

つ
ま
り
聞
法
の
工
夫
の
要
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
我
々
は
 

非
常
に
解
釈
、
理
解
へ
の
要
求
が
強
い
で
す
か
ら
、
理
解
へ
の
要
求
を

 

破
る
、
む
し
ろ
経
典
の
言
葉
が
ひ
び
く
と
、
そ
れ
を
聞
き
と
る
、
そ
の

時
を
ど

う

し

て

摑
む
か
、
そ

う

い

う

と

こ

ろ

に

聞
法
と
い

う

こ

と

の

厳

 

粛
な
課
題
が
あ
る
と
、
い
う
べ
き
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
自
力
無
効
の
自
 

覚
で
す
ね
。

「

煩
悩
具
足
の
我
ら
は
い
ず
れ
の
行
を
み
て
も
生
死
を
離

 

る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず」

こ
の
党
知
で
す
ね
。
そ
れ
が
理
解
へ
の
関

 

心
が
破
ら
れ
て
い
く
時
を
成
熟
さ
せ
て
い
く一

歩
一
歩
と
い
う
感
じ
が

 

い
た
し
ま
す
。

と
も
か
く
そ
れ
が
世
親
の
場
合「

世
尊
よ
我
は
世
尊
の
教
え
を
聞
く

 

こ
と
に
よ
っ
て
一

一
心
な
く
尽
十
方
の
無
碍
光
に
帰
命
す
と
い
う
信
を
起
 

こ
す
こ
と
が
で
き
た」

と
世
親
が
自
ら
の
自
覚
と
し

て

表
明
し
た
大
経
 

の
読
み
で
す
ね
。

『

大
経』

は
更
に
、
そ
の
一
心
に
尽
十
方
無
碍
光
如

 

来
に
埽
命
す
と
、
自
覚
的
に
表
明
さ
れ
る
信
、
そ
の
全
体
が
至
心
の
回
一

 

向
で
あ

る

と

、

こ
こ
に「

回
向」

と
い
う
親
鷥
の
仏
教
理
解
の
根
本
と
26 

な
る
琪
柄
が
語
ら
れ
ま
す
。 

一

深
き
如
来
に
目
覚
め
た
信
心
は
直
ち
に
如
来
の
浄
土
に
あ
り
た
い
と

 

い
う
意
欲
と
な
っ
て
、
そ
の
人
を
歩
き
出
さ
せ
る
。
そ
の
願
生
浄
土
の
 

大
き
な
自
覚
に
お
い
て
往
生
浄
土
の
大
き
な
自
覚
に
お
い
て
往
生
浄
土

 

の
仏
道
の
求
め
て
い
る
要
求
も
得
ら
れ
、
不
退
転
に
住
す
る
と
い
う
大

 

乗
の
仏
道
が
求
め
て
い
る
要
求
も
満
た
さ
れ
る
、
と
。

最
初
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
親
鸞
は
往
生
浄
土
の
仏
道
に
棹
さ
し

 

た
人
で
す
け
れ
ど
も
、
不
退
転
に
住
す
と
、
大
乗
仏
教
そ
の
も
の
の
要

 

求
、
こ
れ
の
む
し
ろ
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
、
往
生
浄
土
の
伝
道
の
最
も

 

大
事
な
、
仏
道
と
し
て
の
積
極
性
と
し
て
と
ら
え
て
い
く
の
で
す
。
そ
 

し
て
親
鸞
を
単
な
る
浄
土
教
と
み
る
の
は
不
十
分
な
理
解
だ
と
言
わ
ざ



る
を
得
な
い
惑
が
強
い
の
で
す
。

ひ
と
つ
に
は
根
本
教
説
と
し
て
の
世
尊
の『

大
経

J

の
教
説
に
よ
り
、 

ま
た
親
鸞
が
こ
よ
な
く
尊
敬
し
た
大
乗
の
仏
者
と
し
て
の
世
親
、
そ
の
 

表
白
に
よ
っ
て
、
親
*

が
法
然
の
強
い
感
化
の
も
と
に
、
念
仏
し
よ
う

 

と
思
い
立
つ
心
、
こ

う

い

う

も

の

と

し
て
体
験
し
た
そ
れ
が「

我
一
心
 

帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来」

、
こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
自
覚
を
得
て
、 

親
*

は
決
着
し
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
が
浄
土
教
の
歴
史
に
お
い
 

て
、
い
わ
ば
金
字
塔
と
い
う
べ
き
歴
史
的
な
意
味
を
持
つ
信
心
表
明
の

 

言
葉
に
な
り
ま
す
。

念
仏
と
い
い
ま
す
と
中
国
、
日
本
人
の
精
神
生
活
の
中
に
根
を
お
ろ

 

し
た
名
号
を
表
す
言
葉
は
観
経
に
由
来
す
る「
南
無
阿
弥
陀
仏

J

で
す
 

ね
。
け
れ
ど
も
親
鸞
は
こ
れ
と
共
に
、
む
し
ろ
こ
れ
以
上
に
世
親
の

 

『

願
生
偈

J

に

基
づ
く「

帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来」
の

名
号
を
大
切
 

に
し
て
い
く
の
で
す
。
こ
れ
は
ィ
ン
ド
人
の
世
親
の『
願
生
偈』

を
中
 

国
語
に
訳
し
た
言
葉
で
す
か
ら
、
日
本
人
か
ら
み
れ
ば
意
味
が
分
か
り

 

ま
す
ね
。
南
無
阿
弥
陀
は
意
味
が
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
親
*

は
何
故
、 

南
無
阿
弥
陀
仏
以
上
に
こ
の
言
葉
を
大
事
に
す
る
か
と
い
う
と
、
南
無
 

阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
呪
言
の
言
葉
、
ア
ン
ト
ラ
に
近
い
よ
う
な
言
葉

 

に
な
っ
て
い
く
実
際
が
あ
っ
た
よ
う
で
し
て
。

い
ま
で
も
そ
う
で
す
ね
。
 

六
斎
念
仏
や
ら
民
間
芸
能
の
中
に
消
え
て
い
っ
た
と
い
う
か
、
根
を
お
 

ろ
し
た
南
無
阿
弥
陀
仏
は
自
覚
を
促
す
言
葉
で
あ
る
よ
り
呪
言
に
近
い

 

響
き
を
持
っ
て
き
ま
す
ね
。
親
鷥
は
そ
れ
を
非
常
に
警
成
し
た
の
だ
ろ

 

う

か

と

考
え
て
お
り
ま
す
。

ご
存
知
の
通
り
教
行
証
は
ィ
ン
ド
以
来
の
仏
道
を
表
す
契
機
で
す
ね
。
 

仏
道
と
い
う
の
は
教
と
行
と
証
と
三
つ
の
事
柄
に
よ
っ
て
成
立
す
る
、

と
。
と
こ
ろ
が
問
題
は
行
に
あ
り
ま
す
。

『

歎
異
抄

J

が
二
度
ほ
ど
行

 

に
つ
い
て
の
問
題
を
述
べ
ま
す
。

一

つ
は
第
二
章
、
そ
こ
に
は「

い
ず
 

れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身」

と
い
う
言
葉
で
す
。
も
う

I

つ
は
第
三
 

章
に
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
は
比
叙
山
に
遍
歴
し
て
い
た
頃
の
親
鷲
の
救

 

い
を
求
め
て
の
模
索
の
跡
を
な
ま
な
ま
し
く
感
じ
さ
せ
る
言
葉
づ
か
い

 

で
す
。
法
然
で
あ
れ
ば
も
っ
と
こ
れ
を
は
っ
き
り
と「

悲
し
き
か
な
悲

 

し
き
か
な
、

い
か
が
せ
ん
い
か
が
せ
ん
、
こ
こ
に
わ
れ
ら
が
如
き
は
、
 

も
は
や
三
学
の
う
つ
わ
も
の
に
あ
ら
ざ
る
か」

と
、
こ
う
歎
い
て
、
仏
 

道
を
学
ぶ
資
格
が
も
う
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
、
こ
う
い
う
歎
き
を
親
駑
一

 

に
先
立
つ
三
、
四
十
年
前
に
も
ら
し
て
お
り
ま
す
か
ら
、
恐

ら

く

親

鷺
^

 

も
の
ち
に
自
力
無
効
と
い
う
言
葉
で
言
わ
れ
る
よ
う
な
痛
み
と
い
う
か
一

 

悶
え
に
逢
着
し
て
い
た
の
♦た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
煩
悩
を
断
じ
て
涅
槃

 

を
得
る
と
い
う
こ
と
も
本
気
で
言
え
る
の
か
と
。
煩
悩
を
断
ず
る
と
い
 

う
の
を
や
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。

I

つ
お
さ
え
れ
ば
ま
た
出
て
く
る
。
 

即
身
即
仏
そ
の
こ
と
に
至
っ
て
煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
身
は
一
分
一
厘
か

 

え
よ
う
が
な
い
と
い
う
の
が
浄
土
教
の
伝
統
で
す
ね
。
断
煩
悩
と
い
う
 

の
は
願
い
で
あ
る
け
れ
ど
不
可
能
。
こ
れ
は
浄
土
教
の
基
本
的
立
場
で

 

す
。親

*

の
場
合
は
ご
存
知
の
通
り
、
夢
は
破
っ
て「

不
断
煩
悩
得
涅
集」

 

で
な
い
と
仏
道
は
凡
夫
に
成
就
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
立
場
を
切
り
開

 

い
て
言
っ
て
い
る
。
無
理
の
な
い
仏
教
理
解
、
人
間
理
解
で
な
い
か
と



思
う
時
が
あ
り
ま
す
。
浄
土
教
は
そ
う
考
え
て
、
そ
の
了
解
は
捨
て
な

 

い
の
で
す
。
断
煩
悩
、
そ
こ
に
行
が
あ
る
の
で
す
。
行
と
い
う
の
は
行

 

為
で
す
け
れ
ど
も
、
行
為
は
大
き
く
分
け
て
ニ
つ
あ
る
と
言
う
べ
き
で

 

あ
ろ
う
。

一
つ
は
、
流
転
を
破
っ
て
涅
槃
に
か
え
す
よ
う
な
行
為
が
行
。
 

大
乗
の
場
合
は
六
波
羅
蜜
の
行
、

こ
れ
が
基
本
。
行
ず
る
こ
と
に
よ
っ
 

て
湼
槃
が
開
か
れ
て
く
る
と
。

も
う一

つ
は
業
。
煩
悩
に
よ
っ
て
業
を
起
こ
し
、
業
に
よ
っ
て
生
死

 

流
転
し
て
、
そ
の
行
為
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

い
よ
い
よ
流
転
 

を
深
め
る
よ
う
な
行
為
が
業
で
す
ね
。
だ
い
た
い
煩
悩
を
持
っ
た
存
在

 

で
あ
る
限
り
、
や
っ
て
い
る
の
は
だ
い
た
い
業
で
あ
っ
て
、
行
が
可
能

 

か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
や
や
こ
し
い
の
は
、
業
を
起
こ
す
も
 

と
に
あ
る
煩
悩
の
中
に
、
例
の
分
別
。

つ
ま
り「
菩
薩
は
分
別
を
も
っ
 

て
煩
悩
と
す
る」

と
い
う
大
乗
の
と
ら
え
た
、
人
間
の
も
の
を
考
え
る

 

と

い

う

と

こ
ろ
に
あ
る
煩
悩
、
こ
れ
が
問
題
な
の
で
す
ね
。
た
だ
欲
望
 

だ
け
が
煩
悩
で
な
く
て
、
も
の
を
考
え
る
そ
こ
に
虚
妄
の
分
別
と
、
こ
 

う
い
う
問
題
性
を
み
る
わ
け
で
す
か
ら
、
や
や
こ
し
い
話
で
。
欲
a

を
 

お
さ
え
る
こ
と
は
で
き
て
も
分
別
の
煩
悩
を
破
る
こ
と
は
絶
望
的
に
不

 

可
能
で
す
、
と
言
わ
れ
て
き
て
る
こ
と
は
よ
く
分
か
る
こ
と
で
す
。

そ
の
行
為
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
う
も
の
が
涅
槃
に
か
え
る
道

 

に
立
つ
、
こ
う
い
う
行
。
こ
れ
は
教
行
証
の
場
合
の
行
で
す
。
親
鸞
は
 

そ
れ
は
不
可
能
だ
と
断
定
し
て
断
念
し
ま
す
。

行
に
問
題
が
あ
る
の
で
す
。
教
と
証
は
分
か
る
の
で
す
け
ど
ね
。
そ
 

の
時
に
親
鸞
は
行
に
つ
い
て
独
自
の
了
解
を
打
ち
立
て
展
開
し
て
い
き

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
行
信
と
い
う
自
覚
な
の
で
す
ね
。
こ
れ
が
体
系
化
 

さ
れ
る
と
教
•

行

信
•

証
と
、

こ
う
な
り
ま
す
。
し
か
し
教
ニ
仃
.
信
 

•

証
四
つ
の
事
柄
と
と
ら
え
て
も
い
い
の
で
す
が
、
行
信
を
一
つ
と
と

 

ら
え
る
こ
と
も
親
鸞
の
視
点
と
し
て
大
切
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

 

れ
ま
す
。

行
信
と
い
う
の
は
汞
教
の
普
通
の
言
葉
で
言
っ
た
ら
信
仰
と
い
う
こ

 

と
で
す
。
信
仰
と
い
う
言
葉
で
語
る
も
の
を
親
鸞
に
行
信
と
い
う
言
葉

 

で
語
る
の
で
す
。
行
信
は
行
と
信
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
、
行
信
と
い
 

う
ひ
と
つ
の
自
覚
で
す
ね
。
親
鷲
は
更
に
そ
れ
を
本
願
の
行
信
と
か
選

 

択
本
願
の
行
信
と
い
う
言
葉
で
語
り
ま
す
。

親
鸞
の
い
の
ち
は
®

心
で
あ
り
ま
す
。
信
心
と
い
っ
た
っ
て
、
信
心
 

と
い
う
漠
然
と
し
た
も
の
で
言
う
の
は
足
ら
な
い
の
で
、
帰

命

尽

十

方
28 

無
碍
光
如
来
と
い
う
信
を
得
た
と
、
こ
う
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

と
こ
ろ
が
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
表
明
さ
れ
る
よ
う
な
自
覚
、 

こ
れ
が
信
心
の
表
明
で
し
ょ
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
無
碍
光
如
来
の
名
を

 

称
え
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
称
名
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
 

こ
ろ
が
も
う一

つ

r

尽
十
方
の
無
碍
光
如
来
に
帰
命
せ
よ」

と
読
む
こ
 

と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
場
合
、
本
願
が
親
鸞
を
呼
ぶ
そ
の
声
が
響
く
。

そ
の
声
が
響
く
名
の
り
が
名
号
で
す
か
ら
、
親
鸞
は
そ
れ
と「

本
願
招
 

喚
の
勅
命」

と
、
名
号
の
意
味
を
理
解
し
ま
し
た
。
我
々
が
南
無
阿
弥

 

陀
仏
と
如
来
の
名
を
呼
ぶ
の
だ
が
、
そ
れ
は
も
っ
と
深
い
意
味
で
、
如
 

来
が
我
々
に「

尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
せ
よ

」

と

呼
ん
で
い

る

そ
 

の
声
が
響
く
場
な
の
で
す
。
称
名
は
聞
名
に
支
え
ら
れ
て
、
行
と
し
て



意
味
を
持
っ
て
く
る
、

こ
う
い
う
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
、

つ
ま
り
南
無
阿
弥
陀
仏
に
は
、 

信
の
表
明
、
称
名
、
そ
し
て
名
号
、
三
つ
の
と
ら
え
方
が
で
き
ま
す
。

親
*
に
お
い
て
は
信
心
と
名
号
と
称
名
念
仏
は
同
じ
事
柄
で
視
点
が
違

 

う
だ
け
な
の
で
す
。

非
常
に
よ
く
言
わ
れ
る
、
殆
ど
通
念
に
な
っ
て
お
り
ま
す
法
然
と
親

 

K

の
違
い
に
つ
い
て
、
法
然
の
立
場
を
念
仏
為
本
と
い
う
言
葉
で
と
ら

 

え
、
そ
れ
に
対
し
て
親
鸞
の
立
ち
得
た
独
自
の
立
場
を
信
心
為
本
と
い

 

う
言
葉
で
と
ら
え
ま
す
。
あ
る
意
味
で
は
、
そ
う
い
う
見
方
が
で
き
な

 

い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
あ
ま
り
に
通
俗
的
な
了
解
で
、
適
 

切
で
な
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
親
鷲
は
行
信
と
い
う
立
場
に

 

立
っ
て
い
て
、
車
純
な
信
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
法
然
も
行
信
に
立
っ
て

 

い
る
の
で
単
純
な
念
仏
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「

た
だ
 

念
仏」

と
い
う
の
は
本
願
の
念
仏
を
言
っ
て
い
る
の
で
、
単
純
な
念
仏

 

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
法
然
の
立
っ
た
所
を
行
信
、
親
*

の
立
っ
 

た
自
覚
も
行
信
で
、
二
人
の
念
仏
者
は
同
じ
自
覚
に
立
っ
て
い
た
と
い

 

う
了
解
の
方
が
実
際
に
近
い
と
思
い
ま
す
。

尽
十
方
の
無
碍
光
如
来
に
帰
命
せ
よ
と
、
そ
う
い
う
響
く
声
を
聞
き

 

な
が
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
こ
う
如
来
の
名
を
称
え
る
、
そ
う
い
う
称

 

名
念
仏
が
ど

う

し

て

行
と
い

う

よ

う

に
な
る
の
で
す
か
。

こ
れ
が
親
鸞
 

が
大
い
に
考
え
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

つ
ま
り
、
南
無
阿
 

弥
陀
仏
と
称
え
た
ぐ
ら
い
で
ど

う

し

て

救
わ
れ
る
の
か
、
そ
れ
は
念
仏

 

の
仏
道
の
始
ま
っ
た
時
か
ら
く
っ
つ
い
て
い
る
非
難
、
誤
解
で
あ
っ
て
、

べ
つ
に
法
然
、
親
鸞
の
時
に
本
新
し
く
起
こ
っ
た
疑
問
で
は
あ
り
ま
せ

 

ん
が
、
親
鸞
は
称
名
念
仏
以
外
に
行
は
な
い
と
、
努
力
し
て
断
煩
悩
を

 

目
指
し
て
や

る

よ
う
な
行
為
は
行
に
な
ら
ん
と
。
し
か
し
な
ぜ
称
名
が
 

行
、
し
か
も
真
実
の
行
と
、
こ
う
言
え
る
の
か
。
親
*

は
そ
の
場
合「

大
 

行

」

と
い
う
概
念
を
行
信
に
つ
い
て
立
て
て
ゆ
き
ま
す
。

こ
れ
は
逯
鸞
の
言
葉
で
す
が
、
そ
う
い
う
先
輩
の
言
葉
に
よ
っ
て
、 

そ
れ
を
自
分
の
言
葉
に
し
な
が
ら
、
体
験
の
自
覚
的
表
明
、
体
験
の
意

 

味
を
正
確
に
と
ら
え
て
い
く
努
力
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
。
大
行
と
 

い
う
場
合
の
行
は
、
断
煩
悩
即
涅
槃
を
目
指
し
て
努
力
す
る
行
の
理
解
、 

修
行
と
違
い
ま
し
て
、
む
し
ろ
、
大
悲
が
我
ら
の
上
に
南
無
阿
弥
陀
仏

 

あ
る
い
は
無
碍
光
如
来
に
帰
命
せ
よ
、
と
い
う
言
葉
と
し
て
現
れ
て
き

一
 

た
と
い
う
、
大
悲
の
現
形
、
形
の
な
い
も
の
が
形
を
と
っ
て
現
れ
た
。
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如
来
の
い
の
ち
と
も
い
う
べ
き
大
悲
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
の
一

 

形
を
と
っ
て
人
間
の
上
に
現
れ
て
き
た
、
と
こ
う
い
う
意
味
で
大
行
と

 

し
ま
し
た
。

南
無
阿
弥
陀
仏
が
言
葉
と
な
っ
て
、
大
悲
が
衆
生
の
上
に
現
れ
て
き

 

た
と
い
う
そ
の
事
実
を「

回
向」

と
い
う
言
葉
で
表
し
ま
す
。
親
*
が
 

回
向
と
言
う
の
は
漠
然
と
し
た
概
念
で
な
く
て
、
名
号
が
衆
生
に
与
え

 

ら
れ
た
。
つ
ま
り
衆
生
に
念
仏
も
う
さ
ん
と
思
い
立
つ
心
が
起
こ
る
、

そ
の
事
実
を
、
回
向
と
い
う
言
葉
で
読
み
取
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
こ
 

と
に
よ
っ
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
如
来
の
名
を
称
え
る
も
の
と
な
っ
た

 

時
に
、

つ
ま
り
如
来
の
回
向
に
あ
ず
か
っ
た
時
に
、
あ
ず
か
っ
た
人
間

 

に
大
き
な
出
来
事
が
起
き
る
。
む
し
ろ
大
き
な
賜
物
が
与
え
ら
れ
る
と
、



こ
ぅ
親
*

は
と
ら
え
ま
し
た
。
称
名
念
仏
に
お
い
て
人
間
に
恵
み
と
し

 

て
与
え
ら
れ
る
も
の
、
そ
れ
が
回
向
の
徹
底
的
な
内
容
な
の
で
す
。
こ
 

の
固
い
言
葉
を『

和
讚』

で
申
し
て
み
ま
す
。

こ
れ
は
世
親
の『

浄
土
 

論』

の
中
の
言
葉
を
翻
訳
し
た
も
の
で
す
。

「

本
願
力
に
あ
い
ぬ
れ
ば
、 

む
な
し
く
す
ぐ
る
ひ
と
ぞ

な

き

功
徳
の
宝
海
み
ち
み
ち
て
煩
悩
の
 

濁
水
へ
だ
つ
な
し」
と
。

だ
か
ら
称
名
念
仏
は
人
間
の
努
力
に
ょ
っ
て
煩
悩
に
勝
つ
の
で
は
な

 

く
、
如
来
の
い
の
ち
と
も
い
う
べ
き
無
上
®
槃
の
働
き
が
そ
こ
に
恵
ま

阿
部
二
つ
お
伺
い
し
た

い

と

思
い
ま
す
。
浄
土
宗
と
浄
土
真
宗
と
は

 

行
信
を
共
通
し
て
い
ま
す
が
、
両
者
の
間
に
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
か

 

ど
う
か
。
も
う
一
つ
は
、
浄
土
真
宗
に
お
い
て「

証

J

と
い
う
も
の
が
 

ど

う

い

う

も
の
が
ど

う

い

う

役
割
を
し
て
い
る
の
か
。

第
二
の
点
に
関
し
て
は
、
浄
土
真
宗
は
浄
土
の
真
宗
の
教
行
証
を
表

 

す

と

い
う
こ

と

で

、

特
に
教
行
信
に
つ
い
て
詳
し
い
お
話
が
あ

り

ま

し

に
立
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
。
そ
う
い
う
人
間
を
親
鸞
は
現
生
に
正
定
聚

 

の
身
と
な
る
と
、
こ
う
言
う
の
で
す
ね
。
そ
れ
が
仏
道
の
成
就
に
ほ
か

 

な
ら
な
い
。

ほ
ぼ
こ
う
い
う
も
の
と
し
て
、
親
鸞
が
凡
夫
と
い
う
我
々
 

の
な
ま
身
を
も
っ
て
五
濁
悪
世
、
無
常
の
世
界
を
生
き
て
い
る
そ
れ
が
、 

少
し
も
目
を
そ
ら
せ
な
い
で
、
そ
う
い
う
人
間
が
聞
名
に
よ
っ
て
念
仏

 

す
る
身
と
な
る
そ
こ
に
、
如
来
の
い
の
ち
と
も
い
う
べ
き
無
上
涅
槃
の

 

功
徳
を
恵
ま
れ
て
く
る
の
だ
、
と
。
そ
れ
に
よ
っ
て
涅
槃
に
帰
る
道
、 

流
転
に
勝
つ
道
を
得
て
い
く
の
だ
と
、
ほ
ぼ
こ
う
い
う
も
の
と
し
て
仏

た
け
ど
、
証
の
点
に
つ
い
て
は
詳
し
い
お
話
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
が
思
い
ま
す
の
に
、
浄
土
真
宗
の
場
合
、
行
信
と
い
う
立
場
の
根

 

本
に
は
、
願
と
か
証
と
か
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
あ
る
ん
じ
や
な
い
か
。
 

行
信
論
的
な
立
場
だ
け
で
は
キ
リ
ス
ト
教
と
非
常
に
似
て
お
っ
て
、
た
 

だ
信
心
を
要
と
す
、
あ
る
い
は
罪
悪
深
重
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
パ
 

ウ
ロ
、
あ
る
い
は
ル
タ
ー
の
立
場
と
、
宗
教
的
な
内
実
と
し
て
は
非
常

れ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
つ
て
流
転
の
中
に
い
る
人
間
が
涅
槃
に
帰
る
道
教
を
と
ら
え
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

討

論
(

n)

討論者坂東性純
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に

似

て

お

る

と

。

浄
土
真
宗
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
終
わ
る
の
か
と
い
う
と
、 

私
に
は
ど
う
も
そ
う
は
思
え
な
い
の
で
あ
っ
て
。
親
駑
聖
人
自
身
が
お

 

っ
し
や
る
よ
う
に「
信
は
願
よ
り
生
ず
れ
ば
念
仏
成
仏
自
然
な
り
。
自
 

然
は
即
ち
法
と
な
り
証
大
涅
槃
疑
わ
ず」

と
い
う
ふ
う
に
、
信
は
願
よ
 

り
発
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

涅
槃
の
城
に
入
る
と
い
う
こ
と
と
神
の
国
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
、
 

た
だ
言
葉
の
上
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
そ
こ
で
の
宗
教

 

的
内
実
が
違
い
は
し
な
い
か
と
。

寺

川

第

一

の
法
然
と
親
鸞
の
同一

点
と
相
違
点
で
す
ね
。
こ
れ
は
法
 

然
が
語
り
塞
き
残
し
た
文
章
を
、
親
鸞
の
そ
れ
と
較
べ
れ
ば
歴
然
と
し

 

た
違
い
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
信
仰
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
相
違

 

を
み
る

こ

と

は

ご

く

自
然
だ

と

は

思
い
ま
す
。

親
鸞
が
、

い
わ
ば
人
間
に
仏
道
を
実
現
す
る
自
覚
と
し
て
語
る
正
確

 

な
表
現『

選
択
本
願
の
行
信』

、
こ

う

い

う

言
葉
で
言
う
の
で
す
。
選
 

択
本
願
と
は
法
然
の
本
願
理
解
で
す
か
ら
。
親
鸞
に
仏
道
を
実
現
し
た

 

自
覚
も
選
択
本
願
の
行
信
。
法
然
に
お
け
る
そ
れ
も
択
選
本
願
の
行
信
。
 

こ
れ
を
法
然
は
分
か
り
易
い
日
本
語
で
、r

如
来
よ
り
た

ま

わ

る

信
心」

 

と
い
う
言
葉
で
語
っ
て
く
れ
る
。

こ
こ
で一

一
人
は
同
一
だ
と
い
う
同
一
 

性
の
方
に
、
私
は
違
い
よ
り
大
事
な
意
味
を
み
た
い
と
、

こ
う
思
い
ま
 

す
。そ

れ
か
ら
法
然
が
念
仏
を
主
張
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
誰
も
否
定
で
き
 

ま
せ
ん
が
。
そ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
法
然
は「

念
仏
に
救
わ
れ
る」

と
言
っ
て
い
る
は
ず
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

r

本
願
に
救
わ
れ
る」

念
 

仏
に
お
い
て
目
覚
め
、
そ
こ
に
立
っ
た
本
願
が
人
間
を
往
生
浄
土
せ
し

 

め
る
の
だ
と
言
っ
て
い
る
は
ず
で
す
か
ら
、
親
鸞
と
変
わ
り
あ
り
ま
せ

 

ん
ね
。
親
鸞
は
そ
れ
を
非
常
に
大
事
に
聞
き
取
っ
て
い
っ
た
と
考
え
て

 

よ

ろ

し

い
と
思
い
ま
す
。

第
二
の
点
は
、
時
間
が
な
か
っ
た
の
で
申
し
あ
げ
な
か
っ
た
の
で
す

 

が
。

「

教
行
信
証」

で
す
か
ら
む
し
ろ
、
親
鸞
が
あ
え
て
言
う
時
の
仏

 

道
と
い
う
内
容
を
与
え
て
い
る
の
は
、
親
鷥
も
ま
た
了
解
し
た
証
の
と

 

こ
ろ
で
す
ね
。
こ
れ
に
つ
い
て
私
は
こ

う

い

う

理
解
を
持
っ
て
い
ま
す
。

『

教
行
信
証

j

の
最
初
は
こ
う
い
う
言
葉
で
す
。

「

真
宗
と
い
う
仏

 

道
を
よ
く
よ
く
尋
ね
て
い
け
ば
二
種
の
固
向
が
あ
る
。
往
相
の
回
向
と
一

 

還
相
の
回
向
が
あ
る
。
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
真
実
の
教
行
信
証
が
あ
31 

る」

こ
れ
が
真
宗
と
親
*
が
言
う
仏
道
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
把
握
で
一

 

す
ね
。
そ
の
時
に
親
鸞
は「

教
行
信
証
は
如
来
の
大
悲
の

た

ま

も

の

だ

」

と
、
こ
う
言
う
の
で
す
。
教
も
行
も
信
も
証
も
如
来
の
大
悲
に
よ
っ
て

 

恵
ま
れ
た
も
の
だ
と
。
こ
れ
が
基
本
的
了
解
で
す
ね
C

禅
の
伝
統
の
方
に
う
か
が
い
た
い
気
持
が
し
ま
す
け
ど
、
ィ
ン
ド
で
 

仏
教
が
大
乗
と
し

て

再
展
開
し
た
時
、
仏
教
と
は
何
か
と
い
う
問
い
が

 

繰
り
返
し
問
わ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
時
に
大
乗
の
仏
者
達
は

 

部
派
の
ど
の
伝
統
で
あ
れ
、
仏
教
だ
と
い
え
る
最
少
限
の
立
つ
と

こ

ろ

 

が
あ
る
。
そ
れ
が
向
涅
槃
道
な
の
で
す
ね
。
そ
の
言
葉
、
そ
の
行
、
そ
 

の
自
覚
が
、
人
間
を
涅
槃
に
呼
び
帰
す
、
と
。
そ
う
い
う
も
の
が
仏
道

 

だ
、
と
。
こ
う
い
う
の
が
仏
教
に
つ
い
て
の
基
本
理
解
な
の
で
す
ね
。



親
*

の
も
の
を
読
み
ま
す
と
、
胬
く
ほ
ど
涅
槃
が
強
調
さ
れ
ま
す
。
 

成
仏
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
な
い
の
で
す
ね
。

『

教
行
信
証』

の
基
本
語
は「

証
大
涅
槃」

な
の
で
す
。
成
仏
で
は
 

あ
り
ま
せ
ん
。
親
*
の
思
想
は
仏
教
の
基
本
に
直
結
し
て
い
る
感
が
非

 

常
に
強
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
回
向
と
い
う
の
は
人
間
に
つ
い
て
い
う
の
で
は
な
い
の
で

 

す
。
親
鷥
は
人
間
を
仏
道
に
立
た
せ
る
教
行
信
証
を
衆
生
に
恵
む
働
き

 

が
回
向
だ
、
と
。
如
来
の
働
き
で
す
。
で
す
か
ら
親
鸞
は
決
し
て
人
間

 

の
立
場
で
回
向
を
行
じ
て
い
く
こ
と
を
語
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
も

 

の
と
し
て
の
証
で
す
が
。
銳
*

は
こ
こ
で
こ
う
言
い
ま
し
た
。

「

ニ
つ
 

の
内
容
が
真
実
の
証」

と
。

一
つ
は「

正
定
聚
に
住
す
る」

。
同
じ
こ
と
だ
け
れ
ど
も
も
う
一
つ

 

言
え
ば「

滅
度」

が
無
上
®

槃
で
す
か
ら
、
正
定
聚
と
い
う
の
は
無
上

 

涅
槃
の
悟
り
に
真
直
ぐ
に
向
か
っ
て
い
っ
て
、
後
退
し
な
い
と
、

い
う
 

意
味
で
、
往
生
に
定
ま
る
と
、

い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
親
 

鷥
の
場
合
。
当
然
こ
れ
は
無
上
涅
槃
の
悟
り
に
必
ず
到
達
し
て
い
く
ひ

 

と
つ
の
歩
み
と
し
て
生
き
て
い
く
。

そ
れ
を
親
*

は
証
と
、
言
い
ま
し
た
ね
。
涅
槃
は
究
極
の
あ
り
方
、 

真
理
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
な
く
て
、
そ
れ
へ
の
道
程
が
大
事
だ
と
い

 

う

の

が

、

親
*

の
証
に
つ
い
て
の
、
非
常
に
柔
軟
で
力
動
的
な
、
静
か
 

な
涅
槃
で
な
く
て
、
人
間
を
涅
槃
へ
の
道
に
立
た
せ
る
よ
う
な
働
き
に

 

お
け
る
涅
槃
で
す
ね
。
そ
れ
を
親
*
は
証
と
い
う
言
葉
で
語
っ
て
い
た

 

の
で
は
な
い
か
。

浄
土
真
宗
と
親
*

が
呼
ぶ
仏
道
を
少
し
厳
密
に「

浄
土
の
真
実
の
教

 

行
証」

と

い

う

形
で
語
り
ま
す
ね
。
そ

の

時
に「

浄
土
真
実
の
教
行
証」

 

と

い

う

言
葉
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
の
が「

浄
上
真
実
の
行」

と

い

う

 

概
念
な
の
で
す
。
こ
れ
が「

行
の
巻

J

の

最
初
の
ひ
ょ
う
文
に
あ
り
ま

 

す
。

こ
れ
が
親
鸞
の
仏
教
理
解
の
立
脚
地
だ

と

思
い
ま
す
。
行
と
い
う

 

の

は

我
々
が
努
力
し
て
涅
槃
に
向
か
っ
て

歩
く
こ

と

で

は
な

い

の

だ

と

、
 

こ
う
言
い
ま
し
た
。
む
し
ろ
大
悲
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
我
々
が
名
乗
っ

 

て

出
る
と

し

う

こ

と

た

と

申

し

ま

し

た

ね
。

証
•

真
実
の
反
対
は
虚
で
、
浄
土
の
反
対
は
穢
土
で
す
ね
。
穢
土
は
 

流
転
の
世
界
で
す
。
ど
ん
な
に
あ
が
い
て
も
、
我
々
が
生
き
て
い
る
世

 

界
は
流
転
の
世
界
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
だ
か
ら
ど
ん
な
に
恵
ま
一

 

れ
た
人
生
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
虚
偽
の
痛
み
と
空
虚
の
痛
み
が
く
っ
32 

つ
い
て
離
れ
な
い
。
親
鸞
が
人
生
を
み
る
場
合
、
そ
う
い
う
も
の
が
み
一

 

え
て
、
そ
こ
か
ら
目
が
そ
ら
せ
な
い
。
生
き
て
い
る
人
間
が
煩
悩
に
ま

 

み
れ
て
生
き
る
ほ
か
は
な
い

無
惨
さ

。

親
鷲
が『

大
経』

を
非
常
に
重
ん
ず
る
の
は
、
如
来
を
し
て
本
願
を

 

起
こ
さ
せ
た
も
の
、
そ
れ
は
群
萠
と
し
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
人
間
の

 

現
実
の
悲
し
み
だ
と
、
こ
う
い
う
と
ら
え
方
を
し
ま
す
で
し
よ
う
。
群
 

萠
と
は
雑
草
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
泥
に
ま
み
れ
て
生
き
て
い
か
な

 

け
れ
ば
な
ら
な
い
人
間
達
。
こ
れ
は
ど
う
美
化
し
よ
う
も
、
何
し
よ
う
 

も
な
い
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
往
還
二
回
向
の
こ
と
で
す
が
、
往
相
回
向
に
つ
い
て

r

教
 

行
信
証』

は

あ

る

と

言
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
。
問
題
は
、
如
来
の
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本
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¥
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六
版

¥

ー、
ニ〇〇
 

四
六
版

¥

 

一
、

ニ

〇

〇

発
行
所
〒
六
〇
一
贞
都
市
南
区
西
九
条
北
ノ
内
町
一
一

P
H
P

研
究
所
出
版
部

往
相
回
向
の
働
き
に
ょ
っ
て
往
生
浄
土
の
道
に
立
つ
、
そ
う
い
う
自
分
 

を
見
出
だ
す
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
に
ま
で
育
て
て
く
れ
る
働
き

 

を
還
相
回
向
の
恩
徳
と
し
て
感
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
が
浄
土
へ
行

 

っ
て
帰
っ
て
く
る
、
そ
ん
な
こ
と
を
親
*
は
二
種
回
向
と
し
て
言
っ
た
 

と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

八
木
ほ
ん
の
一
言
だ
け
な
の
で
す
け
ど
。：！

：

部
先
生
の
お
話
で
す
と
、 

キ
リ
ス
ト
教
に
は
全
然
、
証
が
な
い
と
い
う
ょ
う
に
聞
こ
え
ま
す
ね
。

(
一

同
笑)

キ
リ
ス
ト
教
と
い
っ
て
も
長
い
歴
史
と
広
が
り
が
あ
り
ま
す

 

か
ら
、
ど
こ
を
取
つ
て
言
つ
て
ら
つ
し
や
る
か
、
そ
こ
を
も
つ
と
限
定

し
て
言
っ
て
頂
か
な
い
と
、
本
当
は
お
答
え
の
し
ょ
ぅ
も
な
い
の
で
す

 

が
。
キ
リ
ス
ト
教
全
体
に
証
が
な
い
と
い
う
の
は
、

こ
れ
は
な
ん
と
も

こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
キ
リ
ス
ト
教
の
方
に
、
仏
教
に
関
す
る
偏
見
が
あ

 

り
ま
し
て
、
浄
土
真
宗
は
偶
像
崇
拝
の
邪
教
だ
、
と
、
禅
と
い
う
の
は
 

自
己
の
崩
壊
だ
と
考
え
て
お
る
、
と
。
そ
う
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す

 

け
れ
ど
、
そ
れ
に
殆
ど
姣
ベ
ら
れ
る
ょ
う
な
お
考
え
じ
や
な
い
か
と
思

 

い
ま
す
。

- 33-


