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「
浄
土
真
宗
の
教
章
（
私
の
歩
む
道
）
」

を

ー、

「浄
土
真
宗
の
教
章
（
私
の
歩
む
道
）
」
制
定
の
経
緯

二
O

O
入
（
平
成
二
十
）
年
四
月
十
五
日
、
立
教
開
宗
記
念
法
要

（
春
の
法
要
）
ご
満
座
で
の
ご
親
教
で
、
ご
門
主
か
ら
、
新
し
く
「
浄

土
真
宗
の
教
章

（
私
の
歩
む
道
）
」
が
ご
制
定
に
な
り
ま
し
た
。

ご
親
教
に
て
ご
門
主
は
、

宗
祖
親
鷲
聖
人
の
御
誕
生
八
百
年
・
立
教
開
宗
七
百
五
十
年
を、つれ

控
え
た

一
九
六
七
（
昭
和
四
十
二
）
年
四
月
、
当
時
の
宗
門
を
憂

え
ら
れ
た
大
谷
光
照
門
主
が
「
浄
土
真
宗
の
教
章
」
を
定
め
ら
れ
、

か
ん
よ
う

親
鷲
聖
人
の
流
れ
を
く
む
も
の
と
し
て
、
心
に
銘
ず
べ
き
肝
要
を

理
解
す
る
た
め
に

教
学
伝
道
研
究

五浅 3
さ H タ
いチ十 l

；成
ど海

所

長

示
さ
れ
ま
し
た
。
以
来
四
十
年
余
り
、
そ
の
ご
教
示
は
、
浄
土
真

宗
門
徒
の
信
仰
生
活
の
規
範
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。

一
方
、
宗
門
は
一
九
四
六
（
昭
和
二
十
二
年
に
制
定
さ
れ
た

「
宗
制
」
を
根
本
に
し
て
活
動
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び

「
宗
制
」
が
改
正
さ
れ
、
時
代
を
超
え
た
不
変
の
こ
と
が
ら
と
時

代
に
即
応
す
べ
き
こ
と
が
ら
が
整
え
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
新
し
い
教
章
を
制
定
い
た
し
ま
す
。

（
『
本
願
寺
新
報
」
二
O
O
八
〈
平
成
二
十
〉
年
四
月
十
五
日
号
外
）

と
お
述
べ
に
な
り
、
ま
た
、

こ
の
「
教
章
」
は
、
わ
が
宗
門
に
集
う
方
々
に
、
ぜ
ひ
心
得
て

18 
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い
た
だ
き
た
い
浄
土
真
宗
の
要
旨
で
あ
る
と
と
も
に
、
新
た
に
ご

縁
の
で
き
た
方
に
、

み
教
え
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
手
引

き
で
も
あ
り
ま
す
。

と
お
述
べ
に
な
っ
て
、
新
し
い

「
教
章
」
に
つ
い
て
お
示
し
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
そ
し
て
、

だ
い
お
ん
き

私
た
ち
は
、
近
く
宗
祖
親
驚
聖
人
の
七
百
五
十
回
大
遠
忌
を
お

迎
え
い
た
し
ま
す
が
、
こ
の
大
遠
忌
を
機
縁
に
、
先
人
の
方
々
が

身
を
も
っ
て
伝
え
て
く
だ
さ
っ
た
親
驚
聖
人
の
お
こ
こ
ろ
を
深
く

と
も
し
び

受
け
と
め
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え
を
混
迷
の
時
代
を
導
く
灯
火あ

ん

と
し
て
高
く
掲
げ
、
人
々
に
広
く
伝
え
な
が
ら
、
と
も
に
世
の
安

の
ん穏

を
め
ざ
し
て
歩
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
「
教
章
」
を
身
近
に
備
え
、
折
り
に
ふ
れ
て
参
照
し
、
浄

土
真
宗
に
親
し
ん
で
く
だ
さ
る
よ
う
期
待
い
た
し
ま
す
。

と
、
こ
の
「
教
章
」
を
大
切
に
す
る
べ
き
と
深
い
思
い
を
お
示
し
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
「
浄
土
真
宗
の
教
章
（
私
の
歩
む
道
こ
は
、
二

O
O

八
（
平
成
二
十
）
年
四
月
一
日
、
宗
門
の
最
高
法
規
で
あ
る

「
宗
制
」

が
全
面
改
正
さ
れ
、
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
同
年
四
月
十
五
日

に
ご
門
主
に
よ
っ
て
新
し
い

「
浄
土
真
宗
の
教
章
（
私
の
歩
む
道
こ

が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

宗
門
の
最
高
法
規
で
あ
る
「
宗
制
」
に
根
源
を
置
き
、
宗
門
に
ご
縁

の
あ
る
一
人
ひ
と
り
が
、
心
得
て
お
く
べ
き
浄
土
真
宗
の
要
旨
を
明
確

に
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。
今
後
は
こ
の
「
教
章
」
を
大
切
に
し

て
浄
土
真
宗
に
親
し
ん
で
ま
い
り
た
い
も
の
で
す
。

2
、
解

説

題

号〕

「
教
章
」

の
「
教
」
と
は
、
教
法
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
浄
土
真
宗
の

み
教
え
で
す
。

「
音
十
」

「
文
章
」

と
は
、

と
し3

つ
彩L
三五
ロ口

ーが
旗さ今

里~ ~ 
と 2
Uミ晴、二

つ
穀L
吾五
ロ口

も
あ

「
あ
き
ら
か

に
す
る
」

と

蚕~~ "..) 
~t 量
と禁
どみ
ま眠

Tま
あた
り
ま
す

る
よ
、
つ
に
、

例
え
ば
「
風
林
火
山
」
と
い
う
旗
を
見
る
と
、
武
田
の
軍
勢
だ
と

目
で
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
「
教
章
」
を
見
れ
ば
、

一
目
で
浄
土
真
宗

が
わ
か
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

冨リ

題

旧
「
教
章
」

で
は
、
「
私
の
宗
教
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
宗
教

は
、
他
人
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
自
分
自
身
の
た
め
の

も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

こ
の
た
び
の
新
「
教
章
」

で
は
、
「
私
の
」
と
い
う
主
体
的
営
み
で

あ
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
主
体
的
営
為
が
、
実

19 
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践
と
し
て
の
ひ
ろ
が
り
を
持
っ
て
ほ
し
い
と
の
願
い
か
ら
、
「
私
の
歩

む
道
」
と
お
示
し
く
だ
さ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
う
か
が
い
ま
す
。

「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
は
語
感
が
変
わ
っ
て
し
ま
い
、
良
く
な
い
印

象
を
持
つ
人
が
増
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
「
宗
教
」
は
人
の
究

極
的
な
問
題
を
、
そ
の
根
本
を
解
決
す
る
大
変
重
要
な
も
の
で
す
。
自

分
自
身
の
生
き
方
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
示
し
て
く
だ
さ
っ

た
と
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

〔
由
一
小

名

旧
「
教
章
」

で
は
、
「
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
宗
教
法
人
法
に
基
づ
く
、
宗
派
の
正
式
名
称
で
す
。

新
「
教
章
」

で
は
、
こ
れ
は

〔
宗
派
〕

の
項
目
と
し
て
別
立
て
で
扱

わ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
に
言
わ
れ
る
〔
宗
名
〕
と
は
、
宗
派
の

名
称
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
「
浄
土
真
宗
」
と
は
、
宗
派
の
名
称
と
し
て
で

は
な
く
、浄

土
真
宗
を
ひ
ら
き
つ
つ

（
「
註
釈
版
」
五
九
五
頁
）

と
示
さ
れ
た
、
言
わ
ば
、
教
え
の
名
の
り
で
す
。

こ
の

「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
宗
名
は
、
教
え
の
内
容
を
示
す
名
称
で

も
あ
り
ま
す。

仏
教
各
派
の
宗
名
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
付
け
方
が
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
「
天
台
宗
」

20 

で
あ
れ
ば
、
「
天
台
山
」
と
い
う
地
名
も
し
く
は

「天

台
大
師
」
と
い
う
人
名
に
基
づ
い
て
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
、
「
日
蓮
宗
」

で
あ
れ
ば
、

日
蓮
聖
人
と
い
う
人
名
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
華
厳
宗
」
な
ら
、
『
華
厳
経
』
と
い
う
正
依
の
経
典
に
よ
っ
て
つ
け

ち
れ
た
名
称
で
す
。

こ
れ
ら
に
対
し
、
私
た
ち
の
「
浄
土
真
宗
」
は
、
教
え
の
内
容
を
あ

ら
二三きわ
ヌ'i!Vよ、

巻士元

二議
lそと

さ
れ
て
し、

ま
す

だ
い
む
旬
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

大
無
量
寿
経

真
実
の
教

浄
土
真
宗

（
『
註
釈
版
』

一
三
四
頁
）

と
示
さ
れ
、

ご
し
よ
う
そ
く

「
御
消
息
』

’
」
＋
4

、

ま
た

せ
ん
じ
0
・
く
日
ん
が
ん

選
択
本
願
は
浄
土
真
宗
な
り

（
「
註
釈
版
』
七
三
七
頁
）

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
浄
土
真
宗
は
『
仏
説
無
量
寿
経
」
そ
の
も

の
を
表
わ
し
、
そ
の
中
心
の
第
十
八
願
の
救
い
そ
の
も
の
を
表
わ
し
ま

す。

し
ゅ
う
み
よ
う

ま
た
『
御
文
章
」
「
宗
名
の
章
」
（
一
帖
、
十
五
）
に
、

ぞ
う
ぎ
ょ
う

自
余
の
浄
土
宗
は
も
ろ
も
ろ
の
雑
行
を
ゆ
る
す
。
わ
が
聖
人
は

し
ん
じ
っ
ほ
う
ど

こ
の
ゆ
ゑ
に
真
実
報
土
の
往
生
を
と
ぐ

雑
行
を
え
ら
び
た
ま
ふ
。

る
な
り
。
こ
の
い
は
れ
あ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
別
し
て
真
の
字
を
入
れ



宗務情報コーナー

た
ま
ふ
な
り
。

（
『
註
釈
版
」

一一

O
五
頁
）

と
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
雑
行
自
力
を
認
め
な
い
か
ら
「
真
宗
」
と
名
の

れ
る
の
だ
と
い
う
意
味
で
す
。
私
た
ち
の
自
力
で
つ
く
っ
た
も
の
は
、

虚
仮
不
実
な
行
で
す
か
ら
、
真
実
の
名
を
冠
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ほ
ん
が
ん
り
き

念
仏
も
信
心
も
本
願
力
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
ゆ
え
に
「
浄
土
」
の
教

え
の
中
で
、
特
別
に
「
真
宗
」
と
名
の
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

r-、
巴士宮

3宣言

祖

ご
誕
生

・
ご
往
生
、
と
も
に
本
願
寺
派
で
は
、
新
暦
に
換
算
し
た
日

あ
お

を
用
い
て
い
ま
す
。
親
鷲
聖
人
を
宗
祖
と
仰
ぐ
同
じ
真
宗
の
中
で
も
他

の
宗
派
で
は
旧
暦
の
ま
ま
御
正
忌
を
十
一
月
二
十
八
日
で
勤
め
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

な
お
、
旧
暦
と
新
暦
に
は
数
十
日
の
ズ
レ
が
あ
り
ま
す
が
、
歴
史
学

な
ど
で
は
旧
暦
と
西
暦
と
を
同
じ
年
と
見
な
し
て
表
記
し
て
い
ま
す
。

で
す
の
で
ご
往
生
の
年
、
「
弘
長
二
年
」
は
西
暦
で
は
二
一
六
二
年
と

表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
旧
「
教
章
」

の
古
い
版
で
は
、
「
一
二
六
二
年
」

と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
往
生
の
年
月
日
を
新
暦
に
換
算

す
れ
ば
、
次
の
年
の

「
一
二
六
三
年
一
月
十
六
日
」

で
す
の
で
、
旧

で
も
途
中
か
ら
は
「
一
二
六
三
年
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

け
ん
し
ん
だ
い
し

旧
「
教
章
」
と
の
相
違
で
言
え
ば
、
「
見
真
大
師
」
の
大
師
号
が
、

新
「
教
章
」
で
は
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
直
接
に
は
、
先

「
教
章
」

の
「
宗
制
」
改
正
を
受
け
る
も
の
で
す
。
「
宗
制
」

で
は
、
な
ぜ
言
及

さ
れ
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
立
教
開
宗
に
は
直
接
関
わ
ら
な
い
事
項

だ
か
ら
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

〔
由
一
小

派

前
述
の
通
り
、
宗
派
の
正
式
名
称
で
す
。

〔本通
称
と
し
て
の
「
西
本
願
寺
」
は
、
旧
「
教
章
」
と
同
様
で
す
が
、

り
ゅ
う
こ
〈
ざ
ん

で
は
、
新
た
に
「
龍
谷
山
」
と
い
う
山
号
が
明

山

今
回
の
新
「
教
章
」

示
さ
れ
ま
し
た
。

本
願
寺
は
、

け
ん
に
よ
し
？
ワ
し
ゅ

第
十
一
代
顕
如
宗
主
の
時
代
に
現
在
の
京
都
堀
川
の

地
に
移
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
前
は
、
大
坂
の
石
山
本
願
寺
で
あ
っ
た

や
ま
し
な

り
、
山
科
本
願
寺
で
あ
っ
た
り
、
た
び
た
び
移
転
を
繰
り
返
し
て
い
ま

か
〈
に
よ
し
よ
う
に
ん

す
。
本
願
寺
の
原
初
と
し
て
は
、
覚
如
上
人
の
時
に
、
宗
祖
親
鷲
聖

び
よ
う
と
う

人
の
廟
堂
と
し
て
建
立
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
、
京
都
東
山
の

お
お
た
に

「
瀧
」
の
地
に
あ
り
ま
し
た
。

本
願
寺
の
原
初
の
地
を
示
す
「
瀧
」

の
字
か
ら
、
山
号
を
「
龍
谷
」

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
願
寺
派
の
本
山
を
明
確
に
示
し
て
く
だ
さ

っ
た
と
号
一
守
え
る
で
し
ょ
う
。

今
日
、
我
が
宗
門
の
関
係
学
校
は
、
全
国
に
多
数
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
中
に
は
、
京
都
の
龍
谷
大
学
を
は
じ
め
と
し
て
「
龍
谷
」

の
名
を
冠

す
る
学
校
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
「
龍
谷
総
合
学
園
」
と
い
う
宗
門

21 
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関
係
学
校
の
連
盟
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
宗
門
校
の
名
称
の
根
拠
を
明
示

す
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
、
浄
土
真
宗
の
教
え
に
基
づ
い
て
い
る
こ

と
が
明
確
に
な
り
ま
し
た
。

本

尊〕

旧
「
教
章
」
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
す
。

「
阿
弥
陀
知
来
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
覚
体
と
し
て
の
阿
弥
陀

さ
ま
。
木
像
や
絵
像
と
し
て
の
ご
本
尊
で
す
。
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
、

み
よ
う
ご
う
ほ
ん
ぞ
ん

名
号
本
尊
と
し
て
の
六
字
名
号
で
、
ど
ち
ら
も
正
式
な
「
本
尊
」
で

す。
名
号
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
本
尊
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
浄
土
真
宗

の
大
き
な
特
徴
で
す
。

他
宗
の
論
理
で
は
、
木
像
が
最
も
詳
細
な
お
姿
で
、
絵
像
・
名
号
は
、

簡
略
化
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
当
流
で
は
全
く
同
等
で
す
。

ほ
ん
が
ん
じ
よ
う
一
じ
ゅ
も
ん
も
ん
ご
み
ょ
う
ご
う

そ
れ
は
、
本
願
成
就
文
に
「
聞
其
名
号
」
と
あ
る
よ
う
に
、

で

あ

ち
が
直
接
出
遇
っ
て
い
る
如
来
さ
ま
は
、

私
た

だ
か
ら
で
す
。

私
た
ち
の

信「
心宙

と訴
し阿
て弥
の陀
帰？ イム
命？」
の’の
「名
南号

そ
こ
に
は
、

妊
に
ま
で
用
意
し
て
く
だ
さ
っ
て
、
私
の
も
と
に
来
て
く
だ
さ
る
如
来

さ
ま
な
の
で
す
。

だ
か
ら
、
「
南
無
」
ま
で
含
め
て
本
尊
と
す
る
の
で
あ
り
、
「
阿
弥
陀

仏」

だ
け
を
本
尊
と
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
出
遇
っ
て

J

る
知
来
さ
ま
は
、
「
南
無
」
ま
で
用
意
し
て
く
だ
さ
っ

た
「
南
無
阿

弥
陀
仏
」
な
の
で
す
。

． 
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典

旧
「
教
章
」

い
ま
し
た
が
、

「
経
典
」

「
浄
土
三
部
経
」

で
は
、

と
さ
れ
て

と
し
て

「
浄
土
三
部
経
」
の

ほ
か
に
、
「
宗
祖
親
鷲
聖
人
が
著
述
さ
れ
た
主
な
聖
教
」
と
し
て
、

し

よ

う

し

ん

げ

さ

ん

じ

よ

う

わ

さ

ん

市
正
信
偶
」
と
「
三
帖
和
讃
」
が
挙
げ
ら
れ
、

こ
の
た
び
の
新
「
教
章
」

で
は
、

さ
ら
に

「
中
興
の
祖

蓮
如
上
人
の
お
手
紙
」
と
し
て
「
御
文
章
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
私
た
ち
の
日
常
の
勤
行
が
、
正
信
倍
・
和
讃
六
首
引
・
御

文
章
拝
読
と
い
う
形
で
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
勤
行
に
用
い
ら
れ
親
し

ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を
「
聖
典
」
と
し
て
お
示
し
く
だ
さ

っ
た
と
う
か
が
い
ま
す
。

宗
祖
の
主
著
は
、

き
ょ
う
吉
ょ
う
し
ん
し
ょ
‘
ヮ

『
教
行
信
証
」
で
、
教
義
体
系
と
し

も
ち
ろ
ん

て
は
「
教
行
信
証
』
を
中
心
と
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん

が
、
平
素
な
じ
み
の
深
い
「
勤
行
聖
典
」
と
し
て
「
正
信
偶
」
を
「
聖

典
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
「
聖
典
」
と
似
た
意
味
の
語
に
「
聖
教
」
が
あ
り
ま
す
。
「
聖

し
ち
そ

教
」
と
し
て
は
、
宗
祖
の
著
述
を
は
じ
め
、
七
祖
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、

「
宗
制
」
で
は
細
大
も
ら
さ
ず
明
記
し
て
あ
り
ま
す
。

今
は
、
宗
門
に
お
い
て
身
近
に
普
及
し
て
お
り
、
平
素
か
ら
勤
行
に

お
い
て
親
し
ん
で
い
る
意
味
に
お
い
て
、
「
浄
土
三
部
経
」

・
「
正
信

偏
」
・
「
三
帖
和
讃
」

・
『
御
文
章
』
が
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

教

義〕

わ

ざ

た

ん

に

「
教
義
」
を
一
言
で
あ
ら
わ
す
の
は
、
実
は
至
難
の
業
で
す
。
『
歎
異

ea
・
－

a
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抄主

第
十
二
条
に
、

本
願
を
信
じ
念
仏
を
申
さ
ば
仏
に
成
る
。
そ
の
ほ
か
、
な
に
の
学

聞
か
は
往
生
の
要
な
る
べ
き
や
。

（
『
註
釈
版
』
八
三
九
頁
）

と
い
う
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
簡
潔
に
し
て
要
を
え
た
、
す
ぐ
れ
た

教
義
表
現
で
す
。

-n,な ー一寸

五套
十i雪
j含：f信
二じ. '----

至し
dし、上

信t
（楽7
－「 iー

若？欲T
不ム生l
生〉我手

者i旦：
不ふ「
取h念

正iち
，岩手が 百一
己主〈申
）さ

とば
、し一一

「
仏
に
成
る
」

ま
さ
し
く
第
十
人
願
の
法
義
の
内
容
を
的
確
に
明
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
試
み
に
、
こ
の
『
歎
異
抄
』
の
文
と
、
今
回
の
新
「
教
章
」

の
文
と
を
読
み
比
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
こ
か
ら
、
こ
の

「
教
章
」

の
意
図
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

最
初
の
二
行
「
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
よ
っ
て
信
心
を
め
ぐ
ま
れ
、

念
仏
を
申
す
人
生
を
歩
み
」
は
、
先
の
第
十
八
願
の
内
容
で
す
。
さ
ら

に
「
こ
の
世
の
縁
が
尽
き
る
と
き
浄
土
に
生
ま
れ
て
仏
と
な
り
」
は
、

第
十
一
願
の
内
容
で
す
が
、
こ
こ
ま
で
で
し
た
ら
、

『
歎
異
抄
』
で
も

で
す
が
、
「
迷
い
の
世
に
還
っ
て
人
々
を
教
化

触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

す
る
」
の
一
段
は
、
「
歎
異
抄
』
に
は
な
い
内
容
で
、
こ
の
第
二
十
二

げ
ん
そ
う
え
こ
う

願
、
還
相
回
向
の
内
容
こ
そ
が
、
こ
の
た
び
の
「
教
章
」
で
、
特
に
強

調
さ
れ
た
か
っ
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

ど

ん

ら

ん

だ

い

し

お

う

じ

よ

う

ろ

ん

ち

？

っ

さ

ん

が

ん

て

き

し

よ

う

直
接
的
に
は
、
曇
鷲
大
師
の
『
往
生
論
註
』
末
尾
の
三
願
的
証
に
、

な

じ
馴
染
み
の
深
い
も
の
で
は
、

根
拠
を
置
く
も
の
で
、

「
正
信
偶
」

の
目
雲

鷲
章
に
、
「
論
註
』

の
義
を
簡
潔
に
、

わ
く
ぜ
ん
日
ん

ぶ

し
ん
じ
ん
ぼ
っ
し
よ
う
ち
し
よ
う
じ
そ
く

ね
は
ん

惑
染
凡
夫
信
心
発
、
証
知
生
死
即
浬
繋
：
・
第
十
八
願
・
：
往
相

ひ
っ
し
む
り
よ
三
つ
こ
う
み
ょ
う
ど

必
至
無
量
光
明
土

諸
有
衆
生
皆
普
化

：
・
第
十
一

百貝
・・・＋工口同

居

m

z

Iト芹，

第
二
十
二
願
・
：
還
相

お
う
げ
ん

と
、
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
、
往
還
の
二
回
向
が
他
力
の
は
た
ら
き

に
よ
る
こ
と
を
示
し
て
あ
る
の
が
「
論
註
』
の
義
で
、
こ
れ
を
承
け
て
、

『
教
行
信
証
』

の
冒
頭
に
、

つ
つ
し
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。

つ

こ
ま
往
相
、

（『註
釈
版
』

二
つ
に
は
還
相
な
り
。

一
三
五
頁
）

と
お
述
べ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
「
往
相
」
「
還
相
」

の

回
向
が
宗
祖
の
教
学
の
基
本
的
骨
格
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

一
歳
に
も
満
た
な
い
幼
児
が
亡
く
な
っ
た
時
、
お
寺
参
り
を
し
た
こ

一
声
の
念
仏
も
称
え
た
こ
と
は
な
い
、
そ
う
い
う
子

と
も
な
け
れ
ば
、

は
、
浄
土
真
宗
以
外
の
教
え
な
ら
迷
っ
て
い
る
と
し
か
言
え
な
い
で
し

ト
ι

晶、司ノ。

で
も
、
私
が
手
を
合
わ
す
身
に
な
れ
た
の
は
、
あ
の
子
の
お
か

げ
と
気
付
い
た
時
、
そ
の
子
は
還
相
の
菩
薩
だ
っ
た
と
味
わ
え
る
世
界

が
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
仏
教
は
、
死
者
の
行
き
先
を
第
三
者
的
に
論
じ
、
成
仏

の
可
否
を
説
明
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
還
相
の
菩
薩

23 
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う
や
ま

と
敬
っ
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
道
が
、

浄
土
真
宗
な
ら
で
は
の
尊
い
世

界
で
し
ょ
う
。

生

活

私
た
ち
の
信
仰
生
活
に
つ
い
て
、

「
聴
聞
」

（
「
阿
弥
陀

具
体
的
に
は

知
来
の
み
心
を
聞
き
」
）
と
「
念
仏
」
（
「
念
仏
を
称
え
つ
つ
」
）
と
が
、
生

活
実
践
で
あ
る
と
ご
教
示
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

浄
土
真
宗
は
、
他
力
の
信
心
を
恵
ま
れ
る
み
教
え
で
す
。
自
分
で
考

え
る
信
心
や
、
自
分
で
つ
く
る
信
心
で
は
、
他
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
自
分
で
つ
く
っ
た
も
の
な
ら
、
迷
い
の
因
に
し
か
な
ら
ず
、

ぷ
つ
い
ん

他
力
に
よ
っ
て
恵
ま
れ
る
信
心
だ
か
ら
こ
そ
、
仏
因
に
な
る
の
で
す
。

そ
の
他
力
の
信
は
、
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
立
し
ま
す
。
信
心

は
心
の
領
域
で
す
が
、
心
の
領
域
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
の
心

で
語
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
聞
く
ま
ま

も
ん
そ
く
し
ん

が
そ
の
ま
ま
信
心
で
あ
る
と
い
う
、
聞
即
信
の
法
義
な
の
で
あ
り
、
浄

ゆ
‘
え
ん

土
真
宗
は
聴
聞
に
き
わ
ま
る
と
言
わ
れ
る
所
以
で
す
。
知
来
さ
ま
の
よ

の
は
た
ら
き
を
そ
の
ま
ま
「
聞
」

ぴ
声
を
聞
き
、
如
来
さ
ま
の
名
の
り
の
い
わ
れ
を
素
直
に
聞
く
ほ
か
な

い
の
で
す
。

こ
の
阿
弥
陀
如
来
の
み
心
、
阿
弥
陀
如
来
の
願
い
を
聞
か
せ
て
い
た

だ
く
時
、
そ
こ
か
ら
「
つ
ね
に
わ
が
身
を
ふ
り
か
え
り
」
、

つ
ま
り
、

如
来
さ
ま
の
智
慧
の
ひ
か
り
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
の
本

当
の
姿
、
自
己
中
心
で
深
い
閣
を
か
か
え
た
、
恥
ず
べ
き
身
で
あ
る
こ

一vc’h
y
e

と
に
気
付
き
（
「
漸
懐
」
）
、
ま
た
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
私
の
た
め
に
、

常
に
は
た
ら
き
つ
づ
け
る
本
願
の
お
誓
い
の
中
に
あ
っ
た
と
気
付
く
喜

か
ん
ぎ

び
（
「
歓
喜
」
）
、
こ
れ
が
、
私
た
ち
の
信
心
の
内
実
な
の
で
す
。

24 

厳
し
い
自
己
内
省
と
、
救
い
の
喜
び
と
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
返
し

む
〈

て
も
返
し
き
れ
な
い
如
来
さ
ま
の
御
恩
に
報
い
る
た
め
に
は
、
ね
て
も

し
よ
う
み
よ
う
そ
う
ぞ
く

い
の
ち
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
、
称
名
相
続
さ
せ
て
い
た
だ

さ
め
て
も
、

聖 ~ I 
道fて
門i
の
自
力
の
難2
行f
は’

詰
め
る
も
の
で
、

ま
さ
し
く
命
の
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
追
い

た
と
え
ば
千
日
回
峰
行
な
ど
は
、

平
凡
な
生
活
を

し
て
い
る
私
ど
も
に
は
、
と
て
も
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
こ
の
自
力
の
行
は
、
確
か
に
難
行
で
は
あ
り
ま
す
が
、
千
日
目

に
は
達
成
と
い
う
ゴ

l
ル
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
ご
報
謝

に
は
、
も
う
こ
れ
で
良
い
と
い
う
終
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
返
し
き
れ

な
い
報
謝
の
生
活
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
ま
た
別
の
厳
し
さ
が
あ
る

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
如
来
さ
ま
の
智
慧
の
ひ
か
り
に
照
ら
さ
れ
て
、
確
か
な
方

向
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
身
で
す
か
ら
、
も
は
や
迷
信
に
迷
う

げ

ん

ぜ

き

と

う

む

げ

「
現
世
祈
祷
な
ど
に
た
よ
る
こ
と
な
く
」
無
碍

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

の
一
道
を
歩
む
の
で
す
。

時
々
、
名
前
の
画
数
を
気
に
し
て
、
名
前
の
漢
字
を
変
え
る
人
が
見

ら
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
は
、
字
画
な
ど
の
姓
名
判
断
に
よ
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
。
人
生
は
自
分
の
才
能
と
努
力
に
よ
っ
て
切
り
開
い
て
い
き

ま
す
。
し
か
し
そ
の
人
生
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
と
条
件
と
の
関
わ
り
に

よ
っ
て
、
す
べ
て
は
成
立
し
ま
す
。

で
す
か
ら
順
調
な
と
き
も
あ
り
、

－EA
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逆
境
の
と
き
も
あ
り
ま
す
。

最
近
は
、
も
う
変
わ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
数
年
前
、
あ

る
航
空
会
社
の
飛
行
機
に
乗
っ
た
時
、
座
席
番
号
が
、

一二
番
の
次
が
、

な
ん
と
五
番
で
し
た
。
そ
の
聞
に
非
常
口
が
あ
る
と
か
い
う
の
で
は
な

く
、
完
全
に
連
続
し
た
座
席
な
の
に
、

四
番
が
飛
、
ほ
さ
れ
て
い
た
の
で

す
。
想
像
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、

を
連
想
し
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

や
は
り

「
四
」
と
い
う
数
字
が
「
死
」

常
識
的
に
考
え
て
、

ひ
と
た
び
飛
行
機
事
故
が
お
こ
っ
た
ら
、

四
番

に
座
っ
て
い
た
人
だ
け
が
亡
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
あ
り
ま
せ

か
た
ま
り

ん
。
飛
行
機
は
、
金
属
の
塊
を
空
に
飛
ば
す
と
い
う
ほ
ど
の
、
い
わ

ば
科
学
の
最
先
端
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
科
学
の
最
先
端
に

お
い
て
、

い
ま
だ
に

「
四
」
に
対
す
る
迷
信
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
迷
信
は
、
科
学
で
は
解
決
し
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
科
学
で
も
解
決
で
き
な
い
迷
信
を
、
ま
さ
し
く
横
さ
ま
に
断

ち
切
っ
て
い
く
の
が
、
浄
土
真
宗
の
法
義
で
す
。

こ
ち
ら
か
ら
祈
り
、
こ
ち
ら
か
ら
願
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
必

ず
救
う
」
と
い
う
如
来
さ
ま
の
願
い
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。

〔由一小

門

い

ち

み

た

ま

わ

如
来
さ
ま
か
ら
一
味
の
信
心
を
賜
っ
た
も
の
同
士
で
す
か
ら
、
お
互y

－つ

い
を
、
と
も
に
ご
法
義
仲
間
と
し
て
敬
い
合
っ
て
生
き
る
の
が
、
「
同

朋
教
団
」
で
す
。

ぷ
つ
で

し

と
も
に
等
し
く
仏
弟
子
で
す
か
ら
、

日、
つ
み
よ
、ヮ

私
た
ち
の
法
名
に
は
、

み
な

「
釈
」
の
字
を
冠
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
と
も
に
お
釈
迦
さ
ま
の
弟

子
と
な
る
こ
と
の
名
の
り
で
す
。

さ
ん
が

お
釈
迦
さ
ま
の
僧
伽
で
は
、
弟
子
と
し
て
入
門
し
た
者
は
、

み
な
等

し
く
仏
弟
子
と
し
て
敬
い
合
っ
た
の
で
す
。

法
名
に
「
釈
」
の
字
を
い
た
だ
い
て
い
る
意
味
を
か
み
し
め
、
ま
す

お
ん
ど
う
日
う

ま
す
、
御
同
朋
の
こ
こ
ろ
を
実
践
し
て
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

阿
弥
陀
さ
ま
の
智
慧
と
慈
悲
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
私
た
ち
で
す
か

ら
、
「
人
々
に
阿
弥
陀
知
来
の
智
慧
と
慈
悲
を
伝
え
る
教
団
」
で
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ち
ょ
う
ど
、
磁
石
に
く
っ
つ
い
た
釘
は
、
そ
の
釘

も
磁
力
を
放
つ
よ
う
に
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
智
慧
と
慈
悲
を
身
に
受
け
て
、

人
々
に
ま
た
、
こ
の
阿
弥
陀
さ
ま
の
智
慧
と
慈
悲
を
伝
え
る
こ
と
の
で

日
ん
の
う
〈
そ
く

き
る
身
と
な
る
の
で
す
。
あ
く
ま
で
煩
悩
具
足
の
身
に
は
違
い
あ
り
ま

せ
ん
が
、
お
念
仏
を
よ
ろ
こ
ぶ
姿
や
そ
の
積
極
的
な
生
き
方
を
、
ほ
か

の
人
が
見
た
時
、
お
念
仏
の
生
活
は
、
こ
う
い
う
あ
た
た
か
い
世
界
な

の
か
と
知
っ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

じ
よ
う
き
ょ
う
だ
い

ひ

け

お

こ
の
常
行
大
悲
の
人
生
が
、
他
人
を
蹴
落
と
し
て
自
分
だ
け
が
幸

福
に
な
ろ
う
と
す
る
現
代
社
会
の
生
き
方
か
ら
、
「
自
他
と
も
に
心
豊

か
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
」
を
目
指
す
歩
み
と
な
る
の

で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
、
〔
副
題
〕
と
し
て
「
私
の
歩
む
道
」
と
表
さ

れ
た
お
こ
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
う
か
が
う
と
こ
ろ
で
す
。

． 
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