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仏
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は
キ
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か
ら
何
を
学
べ
る
かー

発表者高田信良

本
発
表
は
、

r

キ
リ
ス
ト
教
は
仏
教
か
ら
何
を
学
べ
る
か』
(

南
山
宗
 

教
文
化
研
究
所
編
、

I

九
九
九
年)
に
お
け
る
議
論
を
参
考
と
し
つ
つ
、 

「

仏
教
は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
何
を
学
べ
る
か」

を
考
え
よ
ぅ
と
す
る
も

 

の
で
あ
る
。

一
、「

仏
教
徒
と
し
て
の
私」

の
確
認
に
つ
い
て
 

私

(

高
田)

に
と
っ
て
、
仏
教
と
は
、
浄
土
仏
教
•
浄
土
真
宗

ハま 

然
門
下
の
親
鸞
に
連
な
る
流
れ)

で
あ
る
。
私
は
歴
史
的
な
真
宗
世
界
の

 

中
で
、

《

い
つ
の
ま
に
か》

生
じ
た
関
心
に
従
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
 

が
、「

仏
教
徒
と
し
て
の
私」

(

仏
教
徒
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ)
 

の
探
求
は
常
に
課
題
で
あ
る
。

-1、

私
の
出
会
っ
て
い
る「

キ
リ
ス
ト
教」

と
は
、
ど
の
よ
ぅ
な
も
の

私
が
出
会
っ
て
き
た
も
の
は
、
(a
)

(

西
洋)

哲
学
者
が
語
る
キ
リ
ス
 

ト
教
で
あ
り
、

(

キ
リ
ス
ト
教)

神
学
者
が
語
る
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ま
た
、
(b
)

「

宗
教
の
神
学」

と
い
う
議
論
の
中
で
、
キ
リ
ス
 

ト
教
徒
が《

新
た
な
仕
方
で
}
自
己
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
キ
リ
ス
 

ト
教
で
も
あ
る
。

そ
れ
は
、

S
「

ヨー

 

ロ
ッ
。ハ

文
化
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教

」

、

W

一
 

「

西
欧
の
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教」

で
あ
り
、
他
方
、

E
「

宗

教
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と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教」

で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
に
お
い
て
展
開

一
 

さ
れ
て
き
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
一
側
面
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
 

が
、
私
に
と
っ
て
は
、
刺
激
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
 

な
キ
リ
ス
ト
教
を
通
し
て
、
私
は
、
何
を
学
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

三
、

r
:
^

は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
何
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
る
か」

 

キ
リ
ス
ト
教
信
仰(

の
一

つ)

と

し

て

の

終
末
論
的
信
仰
理
解
、 

「
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
終
末
論」

(

ィ
ヱ
ス
の
言
行
に
特
別
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
 

を

聞
き
取
る
と
こ
ろ
に

終
末
論
的
な
信
仰
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う

事
態)

に
出
会
う
と
こ
ろ
に
お
い
て
、「

仏
教
に
お
け
る
末
法
思
想」

(

浄
土
門
 

の
仏
教
、
特
に
、
親
鸞
の

r

教
•

行
•

信
•

証」

理
解
と
し
て
の「

信
心」

)



に
対
す
る《

新
た
な》

。ハ
ー
ス
ぺ
ク
テ
イ
ヴ
が
開
か
れ
る
の
で
は
な
い
 

だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
、

《

仏
教
が
キ
リ
ス
ト
教
に
学
ぶ
こ
と
が
出
来
る

 

も
の》

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
こ
の
よ
う
な「
キ
リ
ス
ト
教」

あ

る

い

は

「

イ
ス
ラ
エ
ル
の
宗
教
 

に
お
け
る
神

(

語
り
か
け
て
く
る
神
、
選
び
、
神
の
こ
と
ば
、
メ
ッ
セ
I

ジ)」

 

の
文
脈
に
お
い
て
、
私
は
、

《
イ
エ
ス
の
言
行
に
特
別
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
 

を
聞
き
取
る
と
こ
ろ
に
終
末
論
的
な
信
仰
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い

 

う
事
態》

を

「

キ
リ
ス
ト
教」

と
し
て
理
解
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
 

な
理
解
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、「

わ
か
り
ま
せ
ん」

。
特
に
そ
の
よ
う
 

な

「

ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス」

を

「

救
い
主
キ
リ
ス
ト」

と
位
S

づ
け
る
こ
 

と
に
関
し
て
、

ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
信
仰
告
白
と
の
異
同
 

が
少
な
か
ら
ず
気
に
な
る
点
で
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、 

「

わ
か
り
ま
せ
ん」

。

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に《

出
会
っ
た》

と
こ
ろ
で
、
従
来
、
私
 

が
学
ん
で
き
た

(

触
れ
て
き
た)

《

仏
教
1

浄
土
真
宗
、
浄
土
仏
教》
 

に
お
け
る
理
解
と
は《

異
な
っ
た
仕
方
で
、
あ
る
い
は
、
新
た
な
仕
方
 

で》

、
浄
土
仏
教
の
{

本
来
性》

へ
の
㈣

い
が
ね
の
㈧

に
豸
^
え
て
き
 

た
。

つ
ま
り
、
浄
土
仏
教
は「

末
法
観一

を
存
在
理
由
と
し
て
い
る
の
 

で
は
な
い
か
。
特
に
、
親
鸞
の

r

教
•

行
•

信
•

証」

理
解
に
関
し
て
 

「

教
行
証」

が

「

教
行
信
証」

と
表
現

(

理
解)

さ
れ
る
の
は
、「

末
法」

 

に
お
け
る《

行
証
か
な
は
ぬ》

在
り
方
が
目
擊
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
他

 

な
ら
な
い

(

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か)

。

と
こ
ろ
で
、
歴
史
的
な
真
宗
世
界
に
お
け
る「

信
心」

(

の
自
己
理
解
 

と
し
て
の
真
宗
教
学)

は
、
そ
の
よ
う
な
表
現

(

理
解)

で
は
な
い
。
む
 

し
ろ
、
主
と
し
て
、「

二
種
深
信」

(

機
の
深
信
•

法
の
深
信——

機
と
法
 

I

)

を
中
心
に
展
開

(

理
解)

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
理
解
に
 

対
し
て
特
に
異
論
を
唱
え
る
と
い
う
観
点
か
ら
立
論
す
る
の
で
は
な
い
 

が
、
そ
の
よ
う
な
理
解
と
は
別
に
、

《

新
た
に》

《

二
十
世
紀
の
状

 

況》

に

お

い

て

、

「

当
今
は
末
法
な
り

」

と
い
う
透
見
が
教
学
的
に
展

 

開
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。「

時
と
機
と
法」

に
お
い
て

r

教
 

行

《

信》

証」

が
語
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
趣
旨
で
浮
 

か
び
上
が
っ
て
く
る「

終
末
論
と
末
法
観」

と
い
う
閲
心
が
本
発
表
の
 

テ
ー
マ
で
あ
る
。

(

以
下
、
発
表
時
に
配
布
さ
れ
た
原
稿
で
す)

終
末
論
と
末
法
観
—

仏
教
は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
何
を
学
へ
る
か
—

 

1

「

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
終
末
論」

と

「

仏
教
に
お
け
る
末
法
思
 

想
|

1

、
類
似
性
を
巡
っ
て
ニ
、
差
異
性
を
巡
っ
て
 

n

仏
教
は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
何
を
学
べ
る
か

—
「

出
会
い」

に
お
 

け
る
浄
土
仏
教

(

真
宗)

•

末
法
観
へ
の一

考
察

——

In「

別
添
論
文」

「

教
行
証」

と

「

教
行
信
証」

と

「

正
像
末」

I

「

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
終
末
論」

と

「

仏
教
に
お
け
る
末
法
思
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キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
に
は
、
相
互
に
、
あ
る
種
の
対
応
性
を
看
取
し
 

得
る
よ
う
な
教
理
構
造
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
三

一

論
的
な
神
 

観
念
と
仏
身
論
{

法
身
•

報
身
•

応
»

豸)

、
め
ま
論
と
末
法
思
想
等
は
、 

多
く
の
人
が
想
起
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
も
、 

そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
が
異
な
り
、
内
実
と
し
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
、
す
っ
き
 

り
と
し
た
対
応
関
係
が
見
い
だ
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
こ
で
、

《
「

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
終
末
論」

と

「

仏
教
に
お
け

 

る
末
法
思
想」

》

と
表
現
し
て
い
る
の
は
、
両
者
を
対
比
的
に
論
じ
よ

 

う
と
す
る
意
図
か
ら
で
は
な
い
。
た
だ
、「

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
終

 

末
論」

を
巡
る
議
論
に
触
発
さ
れ
て
、「
仏
教
に
お
け
る
末
法
思
想」

、
 

と
り
わ
け
、
親
鷲
思
想
に
お
け
る
末
法
観
の
重
要
性
と
、

(

親
%

以
後
の)

 

真
宗
世
界
に
お
け
る
教
理
的
関
心
の
特
徴

(「

機
と
法」

に
対
す
る
関
心
 

が
主
で
あ
り
、「

時
と
機
と
法」

と
い
う
関
心
が
、
あ
ま
り
、
論
じ
ら
れ
な
い)

 

に
つ
い
て
愚
考
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
類
似
性
を
巡
っ
て
 

両
者
の
類
似
性
も
し
く
は
親
近
性
は
、
歴
史
的
な
文
脈
で「

信

•
信
 

仰」

が
語
ら
れ
る
こ
と
、

つ
ま
り
、
そ
こ
に
お
け
る
宗〕

S

的
文
脈
が
、 

時
代
の
本
質
へ
の
洞
察
と
不
可
分

•
I

体
的
な
仕
方
で
存
在
し
て
い
る
 

こ
と
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
次
の
言
葉
を
見
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
直
ち
 

に
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(

以
下
、
引
用
は
、「

聖
書
新
共
同
訳

J

と
 

r

浄
土
真
宗
聖
典J

註
釈
版
、
い
ず
れ
もC

D
-
R
O
M

版)

「

時
は
満
ち
、
神
の
国
は
近
づ
い
た
。
悔
い
改
め
て
福
音
を
信
じ
な
さ
 

い」

と
言
わ
れ
た
。(

マ
ル
コ
伝
1

:

M

)

「

わ
た
し
が
来
た
の
は
律
法
や
預
言
者
を
廃
止
す
る
た
め
だ
、
と
思
っ
 

て
は
な
ら
な
い
。
廃
止
す
る
た
め
で
は
な
く
、
完
成
す
る
た
め
で
あ
る」

 

(

マ
タ
ィ
伝
5

: 

n

)

「

ひ
そ
か
に
お
も
ん
み
れ
ば
、
聖
道
の
*

教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
 

土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛
ん
な
り」

(

親
鸞『

教
行
信
証J

後
序
四
七
一
 

頁)*
釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て一

一
千
余
年
に
な
り
た
ま
ふ
 

正
像
の
ニ
時
は
を
は
り
に
き
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ

<

1

正
像
木
和
_

』

¥

薈

)

六
〇
〇
頁
 

*
像
末
五
濁
の
世
と
な
り
て
釈
迦
の
遺
教
か
く
れ
し
む

 

弥
陀
の
悲
願
ひ
ろ
ま
り
て
念
仏
往
生
さ
か
り
な
り

(

同
第
十
八
首)

こ
れ
ら1

I

つ
の
文
の
直
接
的
な
対
比
は
無
意
味
だ
ろ
う
が
、「

い
ま
• 

こ
こ
、〔

人
間
、
凡
夫
：！
私
の
い
る
時
に
お
い
て
、
何
か
が
、

《

終
わ
っ
 

た
/

終
り
つ
つ
あ
る》

し
か
し
、
今
や
、
そ

れ

に

応

じ

た《

新
た
な
真
 

理》

が
あ
る」

と

い

う

よ

う

な
文
脈
に
お
い
て
、
こ
の
一
一
つ
の
信
仰
論
 

理
に
は
類
似
点
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



£

イ
ス
ラ
エ
ル
の
宗
教
に
お
け
る
神

(

語
り
か
け
て
く
る
神
、
選
び
、 

神
の
言
葉
、
メ
ッ
セ
ー
ジ)

が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
：

律
法
は
、「

神
の
言
葉」

で
あ
る
か
ら《

変
質
す
る》

は
ず
が
な
い
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
律
法」

に
対
す
る
人
間
の
側
の
こ
と
が
ら
に
な

 

に
か
の《

変
質》

が
生
じ
て
い
る
。
イ
エ
ス
は
、
そ
れ
を
見
て
い
る
。 

そ
こ
に
お
い
て
、

r

わ
た
し
が
来
た
の
は
律
法
や
預
言
者
を
廃
止
す
る

 

た
め
だ
、
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
。
廃
止
す
る
た
め
で
は
な
く
、
完
成
 

す
る
た
め
で
あ
る」

ま

た

「

時
は
満
ち
、
神
の
国
は
近
づ
い
た」

と
語
 

る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
の
メ
ッ
セ
ー
 

ジ
は
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

s

他
方
、「

教
•

行
•

証」
(

釈
尊
の
教
え
、
l

n

さ
と
り)

と
い
う
文
 

脈
の
前
提
に
お
い
て：

(

教
行
証
が
整
っ
て
い
た
£

法
の
時
代
、
教
行
の
見
い
だ
さ
れ
た
像
法
の
時
 

代
は
終
ゎ
り
、
今
や
、
教
の
み
の
末
法
の
時
代
で
あ
る
、
だ
か
ら)

聖
道
門
 

の
教
え
は

(

残
念
な
が
ら)

妥
当
し
な
く
な
つ
た
。
今
や
、
し
か
し
、 

浄
土
門
に
お
け
る
真
実
の
宗

(

ム
、不
ヽ
本
願
の
教
え)

に
お
け
る
証
さ
と
 

り
の
道
が
盛
ん
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
親
鸞
の
仏
教

(

仏
法
、
仏
道)

 

理
解
で
あ
る
。

★

類
似
点：

信
仰
論
理
の
発
想
に
お
け
る
根
本
的
事
態
の
相
互
呼
応
性

 

が
見
い
だ
さ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
両
者
そ
れ
ぞ
れ
に
前
提
と
な
っ
て
い
る
が
根
本
的
に
異

 

な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

《

律
法
n

神
 

の
言
葉
、
あ
る
い
は
、
正
法
H

仏
陀
の
教
説
に
は
、
変
化
が
生
じ
る
は
 

ず
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
か
が
目
撃
さ
れ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
 

【

新
た
な
信】

が
語
ら
れ
て
い
る》

と
い
う
と
こ
ろ
に
、
内
的
に
相
呼

応
す
る
こ
と
が
ら
が
-

我
々
の
状
況
に
お
い
て
-

-

-

-

-

-

《

出
会
っ
て
い

る》

。
こ
の
よ
う
な
出
会
い
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
の
浊
自
性
 

に
対
す
る
対
比
的
考
察
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(

私
、
高
田
に
と
っ
て
は)

仏
教
•
浄
土
門
の
教
え
に
お
け
る《

親
鸞
 

の

「

本
願
一
理
解》

と
い
う《

真
宗
の
信
心》

に
対
す
る《

新
た
な
吟
 

味》

が
要
請
さ
れ
て
い
る
、
と
理
解
す
る
。

I
1、

差
異
性
を
巡
っ
て

「

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
終
末
論」

と

「

仏
教
に
お
け
る
末
法
思
想」

 

に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
理
構
造
の
文
脈
が
異
な
る
の
は
、
自
明
の
 

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
前
提
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
の
 

差
異
性
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
 

も
う
一
つ
、
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仏

教

(

浄
土
真
 

宗)
世
界
に
お
い
て
は
、「

な
ぜ
、

い
ま
、
末
法
観
な
の
か
？」

と
い
 

う
問
い
が
見
い
だ
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
二
十
世
紀
の
現
代
に
お
け
る
 

状
況
だ
け
で
な
く
、
歴
史
的
な
真
宗
世
界
の「

末
法」

が

「

信
心」

理
 

解
に
お
い
て
教
理
的
に
主
題
化
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。(

親
鸞
没
後
に
肜
 

成
さ
れ
て
く
る
真
宗
世
界
に
お
い
て
、
教
学
的
に
重
要
な
段
階
は
、s

覚
如

— 76 —



一
二
七
〇
-

一
三
五
一
、
存
覚
ニ
ー
九
〇

—

一
三
七
三
の
頃
、S

蓮
如
一

 

四
一
五—

一
四
九
九
の
時
期
、£

江
戸
宗
学
期—

東
西
本
願
寺
に
学
寮
開
設
、 

㈢

明
治
期
以
降
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
末
法
観
は
議
論
の
中
心
部
 

分
に
は
見
い
だ
さ
れ
な
い)

こ
の
こ
と
は
、
な
に
も
、
二
十
世
紀
に
お
け
 

る
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
の「

終
末
論」

を
関
心
事
と
し
た
信
仰
論

——

 

歴
史
に
お
け
る
信
仰
論
で
あ
り
、「

終
末」

が
重
要
な
関
心
事
と
な
っ
 

て
い
る——

に
範
を
と
る
観
点
か
ら
言
う
の
で
は
な
い
。「

末
法」
(

正
 

法
•

像
法
.

末
法
の
三
時
思
想)
が
教
理
的
な
前
提
と
な
っ
て
い
る
浄
土

 

教
の
歴
史
的
展
開
に
お
い
て
、
最
大
関
心
事
は
、「

(

往
生
は)

来
世
か
 

現
世
か」

と
い
う
関
心
で
あ
っ
て
、「
末
法
か
、
否
か」

で
は
な
い
、
 

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「

末
法
で
あ
る」
こ
と
が
、
関
心
の
中
心
で
は
 

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
従
来
、
あ
ま
り
、
着
目
さ
れ
て
い
な
い
 

の
で
あ
る
が
、「

仏
教
に
お
け
る
末
法
思
想」

に
関
し
て
な
に
よ
り
も
 

留

意

さ

れ

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。「

キ

リ

ス

ト

教

に
お
け
る
 

終
末
論」

と

「

仏
教
に
お
け
る
末
法
思
想」

と
の
差
異
性
の
問
題
と
し
 

て
考
察
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。

n

仏
教
は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
何
を
学
べ
る
か

——
「

出
会
い」

に
お
 

け
る
浄
土
仏
教

(

真
宗)

.

末
法
観
へ
の
一
考
察

——

一
ヽ
歴
史
的
真
宗
世
界
に
お
け
る「

信
心」

の
現
実
性：

「

報
恩
講
に
お
け
る
正
信
偈
.

和

讚
.

念
仏
の
唱
和」

と
い
う
体
験
 

に

「

親
鸞」

と

の

《

信
心
の
一
味
性》

が
存
在
す
る(

継
承
さ
れ
て
い
 

る——

法
義
相
続)

。

※

「

正

信

偏(

正
信
念
仏
偈)」

(『

教
行
信
証』

行
巻
末)

帰
命
無
量
寿
如
来
南
無
不
可
思
議
光

…
…

本
願
名
号
正
定
業
至
心
信
楽
願
為
印
成
等
覚
証
大
涅
槃
必
死
 

滅

度

願

成

就

…
…

如
来
所
以
興
出
世
唯
説
弥
陀
本
願
海
五
濁
悪
時
群
生
海
応
信
 

如

来

如

実

言

…
…

七
高
僧
.

•

龍
樹

•

天
親

•

曇
繁
.

善
導
•

道
綽
.

源
信
.
源
空
 

道
俗
時
衆
共
同
心
唯
可
信
斯
高
僧
説
 

無
量
寿
如
来
に
帰
命
し
、
不
可
思
i

に
南
無
し
た
て
ま
つ
る
。

…
…

 

本
願
の
名
号
は
正
定
の
業
な
り
。
至
心
信
楽
の
願

(

第
十
八
願)

 

を
因
と
す
。

等
覚
を
成
り
大
涅
槃
を
証
す
る
こ
と
は
、
必
死
滅
度
の
願(

第
十
 

一
願)

成
就
な
り
。

…
…

如
来
、
世
に
興
出
し
た
ま
ふ
ゆ
&

は
、
た
だ
弥
陀
の
本
願
海
を
説
 

か
ん
と
な
り
。

五
濁
悪
時
の
群
生
海
、
如
来
如
実
の
言
を
信
ず
べ
し
。

…
…

道
俗
時
衆
と
も
に
同
心
に
、
た
だ
こ
の
高
僧
の
説
を
信
ず
べ
し
。

「
信
心」

の
理
こ

と

わ

り

ー

教
理
理
解
を
巡
っ
て
、

(

二
十
世
紀
の)

 

現
在
、

《

乖
離
状
況》

が
見
い
だ
さ
れ
る
。

E
「

信
心
正
因
.

称
名
報
恩」

：
「

機
の
深
信
、
法
の
深
信」

「

機
法
 

一
体」

的
な
信
仰
埋
解



:
伝
統
的
教
学：

覚
如
、
存
党
、
蓮
如
、「

妙
好
人」

(

浅
原
才
市
 

一
八
五
〇
|
 

I

九
三
-1、

等
々)

 

s

 

r

歎
異
抄

J

が
注
目
さ
れ
る
文
脈

e
t
c
:
「

悪
人
正
機」

「

機
の
深
 

信」

•

実
存
哲
学
的
な
信
仰
理
解
、「

私」

個
の
主
体
的
自
覚《

深
 

み》
《

深
淵》

に
お
い
て
出
会
わ
れ
る
真
実
 

:
《

近
代
教
学》

(

試
行
錯
誤
的
•

多
様
な
展
開)

1

一、

《

親
鷲
に
お
け
る
信》

に
関
し
て
"

親
鷲
に
お
い
て
は
、
仏
教
に
お
け
る

r

教
•

行
•

証」
(

三
法)

が
 

r

教
•

行
•

信
•

証」
(

四
法：

同
時
に
、
そ
れ
は
、
六
法
I
 

r

教
♦

行
♦

信
. 

証
.

臭
仏
土
*

化
身
土」

)

と
し
て
体
験
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な「

信」

が
登
場
す
る
論
理
的
根
拠
と
し
て
、
末
法
観
に
 

注
目
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
関
心《

末
法
観
に
注
目
し
て「
信」

を
理
 

解
す
る
と
い
う
関
心》

は

、

歴
史
的
な
真
宗
世
界
に
お

い

て

、

見
い
だ
 

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、『

正
像
末
和
讚』

に
見
い
だ
さ
れ
る「

末
法
観」

を
て
が
 

か
り
に
し
て
、

《

末
法
観
が
根
拠
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
二
種
深
信「

機
の
深
信」

 

「

法
の
深
信」

の
論
理
が
登
場
し
う
る
の
で
は
な
い
か》

と
い
う
観
点

 

か
ら
の
理
解
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

《

い
わ
ば
、
末
法
観
i

 

「

機
の
深
信」

》

※

伝
統
的
な
教
学
の
文
脈
で
は
、

《
r

正
像
末
和
讚』

は
宗
祖
の
自
督
：
信
の
深
み
に
お
い
て
、

《

五
濁
 

悪
時
の
凡
夫
に
と
っ
て
、
弥
陀
の
本
願
の
あ
り
が
た
さ》

が
体
験
さ
れ
 

る》
《

い
わ
ば
、「

機
の
深
信」

丨
末
法
観》

三
、「

仏
教
は
ヰ
リ
ス
ト
教
か
ら
何
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
る
か」

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
本
質

(

の一

つ)

と
し
て
の
終
末
論
的
信
仰
理

 

解
、「

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
終
末
論」

(

ィ

ヱ

ス
の
言
行
に
特
別
な
メ
ッ
 

セ
ー
ジ
を

聞
き
取
る
と
こ
ろ
に

終
未
論
的
な
信
仰
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い

 

う
事
態)

に
、
出
会
う
と
こ
ろ
に
お
い
て
、「

仏
教
に
お
け
る
末
法
思

 

想」
(

浄
土
門
の
仏
教
、
特
に
、
親
鸞
の

r

教
ニ
7

信
•

!!
£」

理
解
と
し
て

| 

の

r

信
心」

)

に
対
す
る《

新
た
な》

。ハ
ー
ス
ぺ
ク
テ
ィ
ヴ
が
開
か
れ
る
78 

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
、

《

仏
教
が
キ
リ
ス
ト
教
に
学
ぶ
こ
一

 

と
が
出
来
る
も
の》

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
が
、
当
報
告
の
趣
旨
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
論
旨
は
、
し
か
 

し
な
が
ら
、
仏

教

(

浄
土
真
宗)

の
世
界
に
お
け
る
信
仰
論
議
と
し
て

 

共
感
を
得
な
け
れ
ば
無
意
味
と
な
つ
て

し
ま

う

も

の

で

あ

ろ

う

。

そ

こ 

で
、
当
報
告
用
に
準
備
し
つ
つ
あ
っ
た《

末
法
観》

部
分
を
«

1 £
と

し
 

て
、「
宗
教
対
話」

の
関
心
に
言
及
し
な
い
よ
う
な
仕
方
で「

教
行
証
 

と
教
行
信
証
と
正
像
末」

に
ま
と
め
て
み
た
。
そ
こ
で
は
、
独
立
し
た
 

論
述
に
し
た
た
め
、「

終
末
論
と
末
法
論」

が
対
比
的
に
論
じ
ら
れ
て

 

い
な
い
が
、
議
論
の
視
点
そ
の
も
の
が「

宗
教
対
話」

に
触
発
さ
れ
、



《
キ
リ
ス
ト
教
に
学
ん
だ》

も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
当
報
告
の
後
 

半
部
分
に
位
置
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

m

 

〔

別
添
論
文〕

r

教
行
証」

と

r

教
行
信
証」

と

「

正
像
末」

一
、「

教
行
証」
と

「

正
像
末」

〔『

龍
谷
紀
要』

第
二
ニ
卷
第
一
号

(

一一o

〇
〇
年
八
月)
に
掲
載〕

一
一、

r

教
行
証」

と

r

教
行
信
証」

⑶
三

法

四

法
(b
)

「

五
願
六
法」

 

I

「

真
実
と
方
便

」

I
 

三
、

r

教
行
信
証」

と

「

正
像
末」

㈤

親

鸞

に

お

い

て
(b
)

「

末
法」

 

に

つ

い

て
(c
)

「

親
鸞」

に
生
き
る
人
々
に
お
い
て

親
鸞
は
釈
尊
の
説
法
の
確
信
を「

阿
弥
陀
仏
の
本
願」

(『

大
無
量
寿
 

経』
)

と
理
解
す
る
。
ま
た
、
仏
陀
の
教
え
の
基
本
で
あ
る

r

教
•

行
. 

証」
(

三
法)

を

r

教
.

行
.

信
•

証」

と
し
て
、

つ
ま
り
、「

行」

を
 

「

行
信」

と

展
開
し
て
表
現
す
る

。

そ
し
て
、「

証」

の

こ

と

が
ら
に
即
 

し

て

「

真
仏
土」

を
、
さ
ら
に
、
そ
れ
に
応
じ
て「

化
身
土」
を
明
ら
 

か
に
す
る
。
親

鸞

の

r

教
行
証」

(

三
法)

理
解
の
内
実
は
、

r

教
行
信
 

証」
(

四
法)

で
あ
り
、「

六
法」

——

教
.

行
.

信
•

証
.

真
仏
土
. 

化
身
土

——

に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、『

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類』

 

の
六
卷
構
成
が
示
す
通
り
で
あ
る
。
仏
教
の
基
本
で
あ
る「

教
.

行
. 

証」
(

三
法)

が
、
ど
う
し
て「

信」

を
要
と
す
る「

四
法」

(

さ
ら
に
 

「

六
法」
)

と

し

て

開
き
、
表
現
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
仏
教
の
教
え

 

(

三
法)

の
文
脈
の
な
か
で
、
親

鸞

の「

信」

体
験
が
前
面
に
登
場
し
、

教
理
理
解
の
要
と
な
っ
て
く
る
際
の「

信」

体
験
の
根
底
に
見
い
だ
さ
 

れ
る
末
法
観
に
注
目
す
る
。

親
鸞
に
お
い
て
、
末
法
観
は
、『

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類』

の
第
 

六

巻

(

化
身
土
巻)

に
お
い
て
扱
わ
れ
る
。
ま
た
、
晚
年
の
著
述
で
あ

 

る

『

正
像
末
和
讚』

に
強
く
見
い
だ
さ
れ
る
。
歴
史
的
真
宗
世
界
に
お
 

け
る
真
宗
信
仰
に
お
い
て
は
、『

正
像
末
和
讚』

が
親
鸞
の
自
督(

信
 

の
深
み
に
お
い
て
、

《

五
濁
悪
時
の
凡
夫
が
救
わ
れ
る
、
弥
陀
の
本
願
の
あ
り
 

が
た
さ》

と
い
う「

信」

の

表

皂
と

い

う

《

行
信》

理

解

も「
一

一
種
深
 

信」

と
不
可
分
で
あ
る
。
浄
土
門
仏
教
の
教
理
的
前
提
で
あ
る
末
法
観

 

は
、
い
わ
ば
、
自
明
の
前
提
と
い
う
こ

と

で

あ

ろ

う

か
、
真
宗
教
学
に
 

お
い
て
は
特
に
中
心
的
な
主
題
と
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
歴
史
的
真
宗
 

世
界
に
お
い
て
、
末
法
観
の
所
在
は
定
か
で
は
な
い
。

歴
史
的
な
真
宗
世
界
に
お
け
る「

信
心」

理
解
は
、「

二
種
深
信」

 

(

機
の
深
信
、
法
の
深
信)

、
お
よ
び
、
そ
れ
と
表
裏
一
体
.
不
可
分
で
あ
 

る』

行
信
論」

(

信
心
正
因
、
称
名
報
恩)

が
中
心
と
な
っ
て
い
る

(

専
 

ら
、「

機
と
法」

が
語
ら
れ
て
い
る)

。

そ
こ
で
は
、「

末
法
観」

と
の
関
係
 

で
、「

信
心」

が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

(「

時
と
機
と
法」

が
語
 

ら
れ
て
い
な
い)

。

と
こ
ろ
で
、
親
鸞
の「

信
心」

理
解
の
体
系
性
の
な
か
で
は
、
も
ち
 

ろ
ん
、「
機
と
法」

が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
同

時

に「

時
と
機
と
法」

 

も
充
分
な
仕
方
で
語
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。



I
ヽr
教
行
証」

と

「

正
像
末」

r

教
•

行
•

証」

は
仏
教
に
お
け
る
最
も
根
本
的
な
こ
と
が
ら
で
あ

 

る
。
教
は
、
仏
陀
の
教
え
で
あ
り
、
行
は
そ
の
境
地
を
め
ざ
す
修
行
、 

証
は
悟
り
で
あ
る
。
ゴ
ー
タ

マ

•
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
が
悟
り
を
得
て
覚
者
 

(

仏
陀)

と
な
っ
た
。
彼
は
、
そ
の
悟
り
の
境
地
を
語
り
、
そ
れ
へ
と
 

到
る
道
に
つ
い
て
教
え
た
。
仏
陀
の
教
え
を
聞
き
、
同
じ
よ
ぅ
に
悟
り
 

の
境
地
を
得
た
い
と
願
ぅ
弟
子
た
ち
は
、
そ
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
修
 

行
を
し

た

。

仏
陀
と
直
弟
子
た
ち
の
時
代
の
後
も
、
仏
陀
の
教
え
を
聞

 

き
、
証
果
を
得
る
こ
と
、
覚
者
と
な
る
こ
と
を
め
ざ
す
人
々
は
生
ま
れ

 

続
け
て
い
る
。

仏
門
に
あ
っ
て「

生
死
を
は
な
れ
る」
道
を
悩
み
求
め
て
い
た
親
鸞

 

(
一

一
七
三
丨
一
二
六
ニ)

は
、
法
然
の
説
法

(

専
修
念
仏
の
教
え)

に
出
 

遇
っ
た
。
法
然
は
、
善

導

の「

一
心
に
弥
陀
の
名
号
を
専
念
し
て
、
行
 

住
座
臥
、
時
節
の
久
近
を
問
は
ず
、
念
念
に
捨
て
ざ
る
を
ば
、
こ
れ
を
 

正
定
の
業
と
名
づ
く
、
か
の
仏
願
に
順
ず
る
が
ゆ
袅
に」

の
文
に
出
遇
っ
 

て

「

あ
つ
く
弥
陀
の
弘
願
に
順」

じ
、「

わ
れ
ら
ご
と
く
の
無
智
の
身

 

は
、
ひ
と
へ
に

こ

の

文
を
あ
ふ
ぎ
、
も
は

ら

こ

の

こ

と

は

り
を
た
の
み
 

て
、
念
念
不
捨
の
称
名
を
修
し
て
、
決
定
往
生
の
業
因
に
そ
な
ふ
べ
し」
 

と
の
説
示
に
従
い
、
ひ
た
す
ら
、
念
仏
の
教
え
を
説
い
て
い
た
。
偏
え
 

に
善
導
に
依
っ
て
仏
教
を
説
く
法
然
に
出
遇
っ
た
親
鸞
は
、「

親
鸞
に
 

お
き
て
は
、
た

だ

念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま

ゐ

ら

す
べ
し
と
、

よ
き
ひ
と
の
仰
せ
を
か
ぶ
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
8|
の
子
細
な
き
な
り
.

.

.

.

.

.

弥
陀
の
本
願
ま

こ

と

に

お
は
し
ま
さ
ば
、
釈
尊
の
説
教
虚
言
な
る
ベ
か

ら
ず
。
仏
説
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
善
導
の
御
釈
虚
言
し
た
ま
ふ
 

ベ
か
ら
ず
。
善
導
の
御
釈
ま
こ
と
な
ら
ば
、
法
然
の
仰
せ
そ
ら
ご
と
な
 

ら
ん
や
。
法
然
の
仰
せ
ま
こ
と
な
ら
ば
、
親
鸞
が
申
す
む
ね
、
ま
た
も
 

つ
て
む
な
し
か
る
べ
か
ら
ず
候
ふ
か」

と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ひ
 

た
す
ら
、
法
然
に
依
っ
て
仏
道
を
歩
む
よ
う
に
な
っ
た
。

親
鸞
は
、
法
然
の
教
示
を
承
け
、「

阿
弥
陀
仏
の
本
願」

が
真
実
で
 

あ
る
所
以
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
生
涯
を
通
し
て
求
め
続
け『

顕
浄
土
真
 

実
教
行
証
文
類』

を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
著
述
を
害
き
記
し
た
。
親
 

鸞
は
釈
尊
の
説
法
の
核
心
を「

阿
弥
陀
仏
の
本
願」

(
r

大
無
置
寿
経J

)

と
理
解
す
る
。
ま
た
、
仏
陀
の
教
え
の
基
本
で
あ
る

r

教
•

行
•

証」

を

r

教
•

行
•

信
•

証」

と
し
て
、

つ
ま
り
、「

行」

を

「
I

仃
信」

と
一

 

展
開
し
て
表
現
す
る
。
そ
し
て
、「

証」

の
こ
と
が
ら
に
即
し
て「

真

80 

仏
土」

を
、
さ
ら
に
、
そ
れ
に
応
じ
て「

化
身
土」

を
明
ら
か
に
す
る
。

一 

親

鸞

の

r

教
行
証」

(

三
法)

理
解
の
内
実
は
、

r

教
行
信
証」

(

四
法)

 

で
あ
り
、「

六
法」

——

教
•

行
•

信
•

証
•

真
仏
土
.

化
身
土

——

に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、『

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類』

の
六
卷
構
 

成
が
示
す
通
り
で
あ
る
。
仏
教
の
基
本
で
あ
る

r

教
•

行
•

証」
(

三
 

法)

が
、「

信」

を
要
と
す
る「

四
法」

(

さ
ら
に「

六
法」

)

と
し
て
開
 

か
れ
、
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
親
鸞
の
仏
教(「

教
行
 

証」
)

理
解
に
お
い
て
、

《

行

=
=

行
信》

が
教
理
理
解
の
要
と
な
っ
て

 

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な「

行

〔

信」
」

理
解
を
可
能
に
し

て

い
 

る
も
の
と
し
て
、
根
底
に「

ま
法
観」

に
対
す
る
深
い
透
見
を
指
摘
す
 

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



親
鸞
に
と
っ
て《

現
代
は
末
法
で
あ
る》

。
親
鸞
の
仏
教
理
解(

本
 

願
理
解)

に
お
い
て
、「

末
法
観」

は
と
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し

 

て
い
る
。
し
か
し
、
親
鸞
は
、
近
代
人
の
よ
う
に
、
宗
教
的
文
脈
を
離
 

れ
た
仕
方

(
人
文
学
的
、
中
立
的
な
態
度)

で
、

《

時
代
を
論
じ
る》

わ
 

け
で
は
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
仏
道
を
求
め
る
関
心
に
お
い
て《

時
代》

 

が
見
つ
め
ら
れ
て
い
る
。

《

い
ま
•

こ
こ
、
末
法
五
濁
の
悪
世》

に
い
 

る

《

煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
る
、
こ
の
私》

が
救
わ
れ
る
の
は
、「

阿
 

弥
陀
仏
の
本
願」

に
よ
る
し
か
な
い
。
親
鸞
に
と
っ
て
、《

現
代》

は
、
 

「

釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て
ニ
千
余
年
に
な
り
た
ま
ふ
正
像
 

の
ニ
時
は
を
は
り
に
き
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ」

と
い
う
時
代
で
あ
 

る
。

r

聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま

 

盛
ん
な
り」

と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
も
は
や

r
聖
道
の
諸
教」

に
よ
る
 

こ
と
が
で
き
な
い
、『

大
無
量
寿
経」

に
説
か
れ
る「

阿
弥
陀
仏
の
本

 

願」

こ
そ
が《

い
ま
•

こ
の
時
代》

に

お

け

る

《

こ
の
私》

に
ふ
さ
わ
 

し
い
教
え
で
あ
る
、
と
の
透
見
が
、
そ
こ
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
仕
方
 

で

《

時
代
と
自
己

(

時
と
機)

}

が
見
つ
め
ら
れ
て
い
る
。「

真
実
の
教」

 

は

『

大
無
量
寿
経

j

で
あ
り
、

そ
れ
こ
そ
が「

時
機
純
熟
の
真
教」

 
「

時
機
相
応」

の
教
え
と
受
け
と
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
親
鸞
の
時
代
観

 

(

末
法
観)

が
あ
る
。

一I、
r

教
行
証」

と

r

教
行
信
証」

三
、「

教
行
信
証」

と

「

正
像
 

末」

は
、
紙
数
の
た
め
略
。

討
議

司
会
本
田
正
昭

松
岡
仏
教
の
中
で
歴
史
理
解
、
時
理
解
が
入
っ
て
く
る
の
は
小
乗
仏

 

教
の
時
か
ら
で
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
影
響
を
受
け
た
の
で
す
が
、
そ
れ
 

が
中
心
に
な
ら
な
か
っ
た

。
像
法
思
想
は
雑
㈣

き
の
頃
か
ら
出
て
く
る
 

の
で
す
が
、
え
せ
の
法
と
い
う
意
味
で
、
時
間
理
解
と
い
う
よ
り
法
の
 

質
の
問
題
と
い
う
事
で
、
そ
れ
は
涅
槃
経
、
金
剛
三
昧
経
に
至
っ
て
も
 

そ
う
い
う
観
点
で
像
法
、
末
法
が
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ

の

中

で

親

鸞
一
 

が
引
い
て
い
る
よ
う
な
大
集
経
の
月
蔵
分
な
ど
に
世
界
の
時
間
と
し
て
81 

の
末
法
思
想
が
現
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
日
本
の
浄
土
思
想
に
は
大
き
一

 

な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
し
か
し
、
仏
教
の
中
で
は
主
流
で
は
な
い
と
思
 

う
の
で
す
ね
。
末
法
に
つ
い
て
月
蔵
経
以
外
に
詳
し
く
説
い
て
い
る
経

 

典
は
、
あ

ま

り

無
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
大
乗
経
典
、
 

原
始
仏
典
の
中
で
大
き
な
思
想
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
現
 

実
に
歴
史
観
と
と
も
に
動
い
て
き
た
生
き
た
思
想
と
し
て
大
き
な
意
味

 

を
持
っ
て
い
る
と
恩
い
ま
す
。

高
田
理
解
の
力
点
の
置
き
場
所
が
少
し
違
う
気
が
し
ま
す
。
末
法
と
 

は
人
文
学
的
に
見
ら
れ
る
時
の
事
柄
に
対
す
る
仏
教
独
自
の
見
方
と
い
 

う
よ
り
は
、
法
の
本
質
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
思
想
史
的
に
仏
教
の
 

中
で
末
法
思
想
は
大
き
な
役
割
を
果
た
さ
な
い
と
い
う
の
は
人
文
学
的



な
歴
史
の
事
柄
と
し
て
見
る
限
り
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
が
、
道
綽

•
善
 

導
•

法
然
•

親
鸞
と
い
っ
た
人
達
の
仏
教
理
解
、
本
願
理
解
、
念
仏
理
 

解
に
は
そ
の
根
底
に
釈
尊
の
仏
教
の
本
質
理
解
と
し
て
の
末
法
観
が
あ

 

る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
が
今
言
わ
れ
た
こ

と

と

少
し
違
う
気
が
し
ま
す
。
 

本

多

今
の
こ

と

に

関
連
し
て
、

レ
ジ
ュ
メ
に「

し
か
し
、i

S
r
H

門
に
 

お
け
る
真
実
の
宗

(

ム

ネ

、
本
願
の
教
え)

に
お
け
る
証

さ

と

り

の

道
が
 

盛
ん
で
あ

る

」

と
あ
り
ま
す
が
、
こ

こ

を

詳
し
く
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。
 

高

田

こ
こ
は

r

教
行
信
証」
後

序

の「

ひ
そ
か
に
お
も
ん
み
れ
ば
、

聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
上
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛
ん
な
 

り

」

を
私
な
り

の

言
葉
に
し

た

も
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
真
{示
教
学
に
 

於
い
て
直
接
に
は
末
法
が
語
ら
れ
な
い
こ
と
と
関
係
し
て
い
ま
す
。
そ
 

れ
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
、
私
が
一
番
悩
ん
で
い

る

こ

と

で

す

が

。

親
 

鸞
の
体
験
に
お
い
て
は
、
末
法
だ
か
ら
本
願
の
教
え
に
出
会
い
得
た
と

 

い
う
こ
と
と
、
そ
の
本
願
の
教
え
は
在
世
、
正
法
、
像
法
、
末
法
を
超
 

え
た
教
え
な
の
だ
と
い
う
一
見
矛
盾
し
た
も
の
で
、
こ
こ
が
親
鸞
の
思
 

想
の
要
に
な
る
。

本

多

二
種
深
信
と
木
願
と
の
関
係
を
お
願
い
し
た
い
。

高

田

こ
れ
は
教
理
の
内
実
理
解
か
ら
こ
う
な
る
と
い
う
議
論
は
私
は
 

自
信
が
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
歴
史
的
な
本
願
理
解
、
教
学
的
に
は
覚
 

如
、
存
覚
、
蓮
如
あ
る
い
は
妙
好
人
、
そ
う
い
う
文
脈
に
於
い
て
は
集
 

約
的
言
葉
と
し
て「

信
心
正
因
、
称
名
報
恩」

と
い
う
教
学
的
概
念
で
 

す
ね
。
こ
の
表
現
が
出
て
来
る
根
拠
は
二
種
深
信
だ
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
本
山
を
中
心
に
し
て
正
統
の
流
れ
を
重
ね
て
き
て
い
る
そ
の

文
脈
の
教
学
よ
り
は
、
そ
れ
に
関
し
て
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
事
柄 

を
自
然
に
学
び
と
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

上

田

閑

照
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
に

r
r

二
十
世
紀
の
伏
況

j

に
お
い
て
、
 

r

当
今
は
末
法
な
り

j

と
い
う
透
見
が」

と
。
二
十
世
紀
と
い
う
事
が
 

あ
な
た
に
お
い
て
問
題
で
あ
っ
て
、
末
法
と
い
う
事
と
結
び
つ
け
て
問

 

題
に
な
る

と

い

う

こ
と
だ
か
ら
、
そ

こ

に
ど
う
い
う
問
題
が
あ
る
か
と
 

い
う
こ
と
で
す
ね
。
あ
な
た
の
説
明
の
仕
方
の
中
で「

私
に
と
っ
て
の
 

時
代」

と
い
う
言
い
方
を
面
白
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
言
い
方
に
 

は
あ
る
問
題
が
、
ま
た
そ
の
問
題
の
解
決
へ
の
糸
口
を
含
ん
で
い
る
の
 

で
は
な
い
か
。
人
文
的
•

歴
史
的
な
時
代
区
分
で
は
な
く「

私
に
と
っ
 

て
の
時
代」

と
考
え
る
と
親
鸞
に
と
っ
て
は
十
三
1

、
あ
な
た
に
と
っ
一

 

て
は
二
十
世
紀
、
す
る
と
す
ベ
て
の
人
間
に
と
っ
て
自
分
が
生
き
て
い

祀
 

る
時
代
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
私
の
存
在
に
時
代
性
が
入
っ
一

 

て
い
る
、
そ
れ
は「

世
界
丨

内—

存
在」

と

い

う

こ
と
と
近
く
な
っ
て
 

く
る
。
仏
教
で「

世
間」

と
い
う
言
葉
は

r

遏
流」

時
の
流
れ
を
意
味
 

す
る
。
こ
う
考
え
て
く

る

と

、

こ

の

世
に
あ

る

と

い
う
こ

と

の

基
本
的
 

な
態
度
、
受
取
り
方
の
問
題
で
あ
る
と
。
そ
こ
に
時
代
性
が
特
殊
な
形
 

で
強
く
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
も
う
一
つ
考
え
な
け
れ
ば
 

な
り
ま
せ
ん
が
。
だ
け
ど
も
こ
れ
は
聖
道
門
、
浄
土
門
と
い
う
以
前
の
 

人
間
存
在
に
固
有
な
こ
の
世
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
、
 

そ
こ
ま
で
戻
し
て
考
え
て
み
る
と
。「

私
に
と
っ
て
の
時
代」

を
こ
う
 

分
け
ち
ゃ
わ
な
く
て
ね
。

八

木

誠

一

「

当
今
は
末
法
な
り

」

と
い
う
言
葉
で
す
が
、
正
法
が
教

•



行
.

証
、
像
法
が
教
•

行
、
末
法
が
教
し
か
な
い
、
と
。
僕
は
教
も
危
 

な
く
な
つ

て
い
る
の
が
今
'た
と
思
う
ん
で
す
よ
。
キ
リ
ス
ト
教
と
重
ね
 

合
わ
せ
て
言
う
の
で
す
が
。
こ
う
言
う
と
反
論
す
る
人
が
い
る
に
違
い
 

な
い
け
れ
ど
、
そ
う
言
う
人
は
、
危
機
感
が
少
な
い
の
で
は
な
い
か
。
 

僕
自
身
は
深
い
危
機
感
を
持
つ
て
い
ま
す
。
末
法
な
り
と
い
つ
て
も
教
 

も
な
く
な
り
か
け
て
い
る
、
こ
れ
を
ど
う
す
る
の
か
。

花

岡

キ
リ
ス
ト
教
に
は
終
末
論
と
し
て「

時
の
終
わ
り」

(

ヱ
ス
ヵ
ト
 

ン)

と
と
も
に「

今
こ

こ

で

信
じ
る
か
信
じ
な
い
か」

「

今
こ

こ

で

時
 

が
満
ち
る
か
満
ち
な
い
か」

と
い
う
現
在
的
終
末
論
が
ョ
ハ
ネ
福
音
書

 

あ
た
り
か
ら
入
つ
て
い
ま
し
て
。
そ
う
い
う
の
が
浄
土
真
宗
に
は
無
い
 

の
で
し
よ
う
か
。
正
像
末
の
末
の
と
こ
ろ
で
、
時
が
満
ち
る
と
い
う
こ
 

と
は
な
い
の
で
し
よ
う
か
。

高

田

そ
の
よ
う
な
表
現
に
は
な
ら
な
い
。

花
岡
例
え
ば
禅
で
す
と
、

「

今
•

こ
こ」

し
か
問
題
で
な
く
て
、
水
 

平
的
な
時
だ
け
で
は
な
く
、
永
遠
か
ら
今
、
こ
こ
に
瞬
時
瞬
時
に
来
る
 

そ

う

い

う

も
の
の
交
錯
し
た
所
で
の「

時
が
満
ち
る」

と

い

う

事
が
キ

 

リ

ス

ト

教
で
も
禅
で
も

見
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ

う

い

う

と

こ

ろ

は

浄
 

土
真
宗
は
ど
う
な
つ
て
い
る
の
で
し
よ
う
か
。

高

田

時
機
純
熟
の
真
教
と
い
う
、
時
と
機
が
熟
し
た
所
で
初
め
て
本

 

願
の
真
実
に
会
い
得
た
。
時
と
機
と
法
が
出
会
う
。

花

岡

す
る
と
一
瞬
一
瞬
に
時
と
機
と
法
が
一
体
的
に
と
い
う
と
こ
ろ

 

が
あ
る
な
ら
ば
、
末
法
が
同
時
に
時
が
満
ち
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
も
と

 

も
と
そ
の
中
に
入
つ
て
い
る
の
で
し
よ
う
か
。

高

田

そ
う
で
す
。
こ
こ
は
矛
盾
的
表
現
に
な
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
 

形
で
末
法
と
い
う
こ
と
で
な
い
と
、
時
と
機
と
法
が
純
熟
す
る
と
い
う
 

形
の
出
会
い
と
い
う
も
の
に
会
え
な
か
っ

た

と

い

う

。

花

岡

す
る
と
同
じ
構
造
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

本

多

重
要
な
結
論
が
一
つ
見
え
て
き
た
と
思
い
ま
す
が
、
先
ほ
ど
の
 

八
木
さ
ん
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
。
少
し
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
し
て
 

頂
い
て
こ
れ
で
終
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

高

田

教
の
存
在
も
危
う
く
な
る
、
そ
れ
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
に
関
 

わ
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
仏
教
の
文
脈
の
限
り
で
は
そ
れ
は
末
法
と
い
 

う
時
代
認
識
の
中
に
包
み
込
ま
れ
て
い
る
事
柄
だ
と

思
い
ま
す
。
教
に
 

対
す
る
信
頼
が
あ
っ
て
初
め
て
末
法
が
成
り
立
つ
わ
け
で
す
か
ら
。
法
 

が
滅
盡
す
れ
ば
教
も
消
え
る
わ
け
で
す
が
。

八

木

キ
リ
ス
ト
教
で
は
末
法
と
い
う
よ
り
終
法
で
は
な
い
か
と
い
う
 

気
が
し
ま
し
て
。
な
ん
と
か
新
し
い
所
か
ら
出
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
 

じ
ゃ
な
い
か
と
。
浄
土
真
宗
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。

高

田

た
だ
そ
の
場
合
、
新
た
な
始
ま
り
が
模
索
さ
れ
る
と
い
う
可
能

 

性
が
、
そ

も

そ

も

も

う

な

く

な

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

と

思
い
ま
す
。
 

そ
う
い
う
形
の
一
歩
の
踏
み
出
し
は
も
は
や
不
可
能
だ
と
い
う
認
識
だ
 

と

い

う

こ

と

で

し

た

ら

よ

く

分

か

り

ま

す

。


