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親
鸞
聖
人
に
お
け
る
実
践

―

弘
願
助
正
説
を
中
心
と
し
て
―

は
じ
め
に

親
鸞
聖
人

（以
下
、親
鸞
と
記
す
）
の
教
義
に
お
け
る
念
仏
者
の
実
践

（ま
た
は
、倫
理
）
に
つ
い
て
は
、昭
和
三
十

（
一
九
五
五
）

年
代
か
ら
現
在
ま
で
、
真
俗
二
諦
、
『顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
（以
下
、
『教
行
信
証
』
と
記
す
）
「信
巻
」
に
お
け
る
現
生
十
益

や
真
仏
弟
子
釈
、
あ
る
い
は
戒
律
、
共
生
思
想
な
ど
多
く
の
論
点
と
関
連
さ
せ
研
究
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
近
年
で
は
二
〇

一
一
年

三
月
十

一
日
に
起
き
た
東
日
本
大
震
災
以
後
の
仏
教
界
の
活
動
を
受
け
、
再
度
仏
教
の
実
践
に
注
視
す
る
論
考
も
出
さ
れ
て
い
る
。

本
論
文
で
は
、
そ
う
し
た
研
究
の
中
で
実
践
と
関
わ
り
あ
る
論
題
と
し
て
注
視
さ
れ
て
い
る
石
泉
僧
叡

（以
下
、
石
泉
と
記
す
）

の
弘
願
助
正
説
の
特
徴
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。

一
、
親
鶯
教
義
に
お
け
る
実
践

親
鸞
教
義
に
お
け
る
実
践
は
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
研
究
さ
れ
て
き
た
の
か
。
こ
の
問
題
が
現
在
に
お
い
て
も
種
々
に
論
じ
続
け
　
１７
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親鸞聖人における実践

ら
れ
る
原
因
の
一
つ
に
は
、
結
城
令
間
が
、

世
間
の
ま
っ
た
だ
中
に
生
き
、
世
間
苦
を
誰
よ
り
も
味
つ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
世
間
の
道
を
説
く
こ
と
が
殆
ん
ど
な
い
の
は
、

全
く
奇
異
で
あ
る
。

と
指
摘
し
た
よ
う
な
、そ
の
著
述
中
に
お
い
て
世
俗
に
お
け
る
具
体
的
実
践
を
明
示
す
る
こ
と
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
家
永
二
郎
に
よ
る

「キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
が
如
何
に
歴
史
の
展
開
を
内
か
ら
力
強
く
推
進
し
た
か
を
顧
み
る
と
き
、
わ
が

真
宗
の
信
仰
が
人
間
社
会
の
発
展
に
結
び
つ
く
力
の
浅
さ
を
思
は
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
」
と
の
指
摘
や
、
田
辺
元
に
よ
る

「真
宗

仏
教
の
教
理
と
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
と
を
比
較
す
る
に
、共
に
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
す
る
大
悲
恩
寵
の
宗
教
た
る
限
り
、

相
通
ず
る
所
の
あ
る
こ
と
は
否
定
せ
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
倫
理
の
当
為
、
立
法
の
権
威
を
斯
く
前
者
に
は
、
後
者
の
ご
と
き
現
実

性
が
乏
し
い
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
、
確
か
に
当
た
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
の
指
摘
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

歴
史
学
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
比
較
か
ら
提
示
さ
れ
た
批
判
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
。

こ
う
し
た
批
判
を
背
景
と
し
て
、
「親
鸞
教
義
に
お
け
る
実
践
」
と
い
う
課
題
が
注
視
さ
れ
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
批
判
に

応
え
る
に
は
、
親
鸞
に
お
い
て
な
ぜ
実
践
に
関
す
る
説
示
が
少
な
い
の
か
、
ま
た
は
、
親
鶯
に
お
け
る
実
践
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、

を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
。

前
者
に
対
す
る
研
究
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
が
、
徳
永

一
道
は

「仏
教
ひ
い
て
は
浄
土
真
宗
に
お
い
て
倫
理
性
が
軽
視
さ
れ
る
四
つ

の
要
因
」
と
し
て
、　
一
，
社
会
性

・
倫
理
性
成
立
の
根
拠
と
し
て
の
歴
史
性
の
問
題
、
二
。
「世
を
い
と
ふ
」
と
社
会
性

・
倫
理
性
、

三
，
「個
」
の
強
調
と
社
会
性

・
倫
理
性
、
四
，
本
覚
思
想
と
社
会
性

・
倫
理
性
を
挙
げ
て
い
る
。
後
者
に
対
す
る
論
考
は
多
い
が
、

普
賢
保
之
に
よ
れ
ば
、
論
拠
を

一
，
報
恩
思
想
、
二
，
『親
鸞
聖
人
御
消
息
』
（以
下
、
『御
消
息
』
と
記
す
）
に

「
い
ま
は
さ
や
う

の
こ
こ
ろ
を
す
て
ん
と
お
ぼ
し
め
し
あ
は
せ
た
ま
は
ば
こ
そ
、
世
を
い
と
ふ
し
る
し
に
て
も
候
は
め
」
（『浄
土
真
宗
聖
典
　
註
釈
版

第
二
版
』
（以
下
、
『註
釈
版
」
と
記
す
）
七
四
〇
頁
）
と
あ
る

「世
を
い
と
ぶ
し
る
し
」
、
三
，
信
心
が
菩
提
心
で
あ
る
こ
と
、
四
，

172
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現
生
十
種
の
益
、
に
求
め
る
も
の
に
分
類
で
き
る
と
い
う
。
ま
た
内
藤
知
康
は
、
親
鸞
の
著
作
に
実
践
を
明
示
し
た
文
が
な
い
こ
と

か
ら
、
「親
鸞
教
義
に
お
け
る
念
仏
者
の
実
践
倫
理
の
演
繹
と
い
う
試
み
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
」
と
い
い
、

そ
の
上
で
、

自
己
の
実
相
の
信
知
お
よ
び
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
信
知
は
、
念
仏
者
の
行
動
に
何
ら
か
の
変
化
を
も
た
ら
す
は
ず
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
信
心
の
念
仏
者
に
及
ぼ
す
エ
フ
ェ
ク
ト
を
考
察
す
る
こ
と
が
、
実
践
の
論
理
構
造
の
考
察
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

と
述
べ
る
。
親
鸞
の
著
述
に
実
践
の
直
接
的
根
拠
を
求
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ
の
上
で

「自
己
の
実
相
の
信
知
お
よ
び

阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
信
知
」
す
な
わ
ち
、

一
つ
に
は
、
決
定
し
て
深
く
、
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
噴
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
』
二

一
八
頁
）

と
述
べ
ら
れ
る
真
実
信
心

（二
種
深
信
）
か
ら
考
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

真
実
信
心
を
論
拠
と
す
る
こ
と
は
、
普
賢
が
述
べ
た
菩
提
心
、
現
生
十
種
の
益
と
も
関
連
し
、
実
践
を
論
考
す
る
中
で
最
も
多
い
。

例
え
ば
、
信
楽
崚
麿
は
、
親
鸞
に
お
け
る
信
心
と
は
、
「徹
底
し
て
世
俗
的
な
体
制
論
理
、
価
値
体
系
を
拒
否
し
、
な
い
し
は
批
判

し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
、
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は

「世
俗
的
価
値
体
系
、
支
配
体
制
秩
序
を

逆
転
せ
し
め
、
そ
れ
を
克
服
し
て
生
き
る
道
」
が
示
さ
れ
て
い
る
と
し
た
上
で
、

親
鸞
に
お
い
て
は
、
真
実
信
心
に
生
き
る
と
は
、
そ
れ
が
大
菩
提
心
と
し
て
、
度
衆
生
心
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
が

め
ざ
す
浄
土
往
生
の
目
的
が
、
ひ
と
え
に
衆
生
利
益
に
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
は
成
仏
後
の
還
相
廻
向
の
働
き
に
比
べ
れ

ば
限
界
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
信
心
の
論
理
に
お
い
て
、
衆
生
利
益
の
実
践
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

う
０

７
・



親鶯聖人における実践

と
い
う
。

「衆
生
利
益
の
実
践
」
と
は
、
衆
生
を
教
化
し
本
順
に
帰
入
さ
せ
る
こ
と
を
い
い
、
そ
れ
は

『御
消
息
』
二
五
通

（
『註

７４

釈
版
』
七
八
四
頁
）
に

「そ
れ
に
つ
け
て
も
念
仏
を
ふ
か
く
た
の
み
て
、
世
の
い
の
り
に
こ
こ
ろ
に
い
れ
て
」
、

「世
の
中
安
穏
な

れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
と
お
ぼ
じ
め
す
べ
し
と
ぞ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
主
体
的

・
意
志
的
行
為
の
選
択
と
実
践
を
含
む
も
の
で
あ
る

と
い
う
。
ま
た
嬰
木
義
彦
は
、

「機
の
深
信
こ
そ
、
自
己
の
流
転
性
を
悲
歎
し
、
悪
の
行
為
を
慎
も
う
と
意
志
す
る
倫
理
性
の
根
拠

で
あ
る
」
と
い
い
、
信
楽
と
同
じ

『御
消
息
』
の
文
を
論
拠
と
し
て

「そ
の
信
心
そ
の
も
の
は
内
心
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
不
可
視

的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
外
相
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
外
相
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
こ
そ
信
の
も
つ
倫
理
性
の

現
証
で
あ
り
、

「し
る
し
」
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
る
。

親
鸞
教
義
に
お
け
る
実
践
を
論
じ
る
場
合
、
真
実
信
心
の
有
す
る
論
理
的
根
拠
、
『御
消
息
」
と
い
う
文
証
が
中
心
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
以
下
の
二
点
の
特
徴
を
指
摘
で
き
る
。

第

一
に
、
真
実
信
心

（二
種
深
信
）
と
は
、
罪
悪
深
重
の
自
己
に
対
す
る
信
知
と
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
こ
そ
救
い
た
い
と
す
る

阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
に
対
す
る
信
知
が

一
具
と
な
り
成
立
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
内
藤
知
康
、
殿
内
恒
が
共
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、

自
己
自
身
が
罪
悪
深
重
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

「悲
歎
」
と
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
こ
そ
必
ず
救
う
と
す
る
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き

の
中
に
あ
る
と
い
う

「慶
喜
」
と
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
。

第
二
に
、
文
証
と
さ
れ
る

『御
消
息
』
は
、
親
鸞
が
明
か
し
た
真
実
信
心
と
は
異
な
っ
た
あ
り
方
で
あ
る
造
悪
無
碍
を
批
判
す
る

文
章
で
あ
り
、
そ
の
中
に

「世
を
い
と
ふ
し
る
し
」
が
な
い
と
い
う
言
葉
が
出
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら

「人
間
の
作
る
歴
史
的
世
界

に

一
定
の
価
値
を
見
る
こ
と
な
く
、
か
え
っ
て
そ
の
虚
妄
性
に
対
す
る
根
源
的
な
不
信
が
あ
る
と
い
う
仏
教

一
般
の
思
想
を
継
承
し

た
」
こ
と
を
根
拠
と
す
る

「世
を
い
と
ふ
じ
る
し
」
が
、
「世
の
い
の
り
に
こ
こ
ろ
を
い
れ
」
る
こ
と
と
同
時
に
成
立
す
る
。

以
上
の
二
点
に
よ
っ
て
、
親
鸞
に
お
け
る
実
践
を
論
じ
る
際
の
基
本
的
立
場
と
も
い
い
う
る

「
一
般
的
倫
理
を
否
定
、
あ
る
い
は

超
え
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
新
た
な
実
践
を
確
立
す
る
」
と
い
う
主
張
が
導
き
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
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宗
教
的
自
覚
に
あ
っ
て
、
人
倫
の
理
法
に
随
う
倫
理
は
否
定
せ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
信
仰
の
理
法
に
随
う
倫
理
は
な
く
て
は
な

ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
真
宗
の
倫
理
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

道
徳
実
践
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
他
力
覚
か
ら
生
ず
る
道
徳
実
践
こ
そ
真
宗
者
の
実
践
の
根
本
的
な
も
の
だ
と
い
い

た
い
の
で
あ
る
。

な
ど
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
、
親
鸞
教
義
に
お
け
る
実
践
と

「行
」

親
鸞
教
義
に
お
い
て

「す
べ
し
」
と
い
っ
た
形
で
、
実
践
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
著
述
中
に
根
拠
は
求
め
ら
れ

ず
、
真
実
信
心
も

「悲
歎
」
「自
己
否
定
」
を
内
容
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
『教
行
信
証
』
「信
巻
」
に
お
い
て
は
、

真
実
信
心
す
な
は
ち
こ
れ
金
剛
心
な
り
。
金
剛
心
は
す
な
は
ち
こ
れ
願
作
仏
心
な
り
。
願
作
仏
心
は
す
な
は
ち
こ
れ
度
衆
生
心

な
り
。
度
衆
生
心
は
す
な
は
ち
こ
れ
衆
生
を
摂
取
し
て
安
楽
浄
土
に
生
ぜ
し
む
る
心
な
り
。
こ
の
心
す
な
は
ち
こ
れ
大
菩
提
心

な
り
。
こ
の
心
す
な
は
ち
こ
れ
大
慈
悲
心
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『註
釈
版
』
二
五
二
頁
）

な
ど
と
い
わ
れ
、
本
願
力
回
向
に
よ
り
獲
得
さ
れ
る
真
実
信
心
の
徳
と
し
て

「ヨ
ロ
ヅ
ノ
ウ
ジ
ヤ
ウ
ヲ
ホ
ト
ケ
ニ
ナ
サ
ム
ト
オ
モ
フ

コ
コ
ロ
」
（『浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
四
七
八
頁
）
で
あ
る

「度
衆
生
心
」
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
真
実
信
心
に
は
利
他
的
な
側

面
が
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
利
他
的
な
側
面
を
論
じ
る
も
の
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
が
、
現
生
十
種
の
益
に

あ
る

「常
行
大
悲
」
で
あ
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

「常
行
大
悲
」
の
語
は
、
『安
楽
集
』
に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１７
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も
し
よ
く
展
転
し
て
あ
ひ
勧
め
て
念
仏
を
行
ず
る
も
の
は
、
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
こ
れ
ら
を
こ
と
ご
と
く
大
悲
を
行
ず
る
人
と
　
７６

名
く
。
　
　
　
　
　
　
　
〈『浄
土
真
宗
聖
典
　
註
釈
版
』
七
祖
篇

（以
下
、
『註
釈
版
』
七
祖
篇
、
と
記
す
）

二
六
四
頁
）

と
あ
る
文
に
依
っ
た
も
の
で
、

『教
行
信
証
』

「信
巻
」
真
仏
弟
子
釈

（
『註
釈
版
』
二
六
〇
頁
）
に
引
用
さ
れ
、
そ
の
際

「念
仏

を
行
ず
る
も
の
は
」
が

「念
仏
を
行
ぜ
し
む
る
は
」
と
読
ま
れ
、
人
々
に
念
仏
を
勧
め
、
念
仏
を
行
じ
さ
せ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る

伝
道

（実
践
）
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
真
仏
弟
子
釈
の
引
証
中
に
あ
る

『安
楽
集
』
の

「説
法
の
ひ
と
に
お
い
て
は
、

医
王
の
想
を
な
せ
、
抜
苦
の
想
を
な
せ
。
所
説
の
法
を
ば
甘
露
の
想
を
な
せ
、
醍
醐
の
想
を
な
せ
」

（
『註
釈
版
』
二
五
八
頁
）
、

「往
生
礼
讚
』

（以
下
、

「礼
讃
』
と
記
す
）
の

「仏
世
は
な
は
だ
値
ひ
が
た
し
。
人
、
信
慧
あ
る
こ
と
難
し
。
た
ま
た
ま
希
有
の

法
を
聞
く
こ
と
、
こ
れ
ま
た
も
つ
と
も
難
し
と
す
。
み
づ
か
ら
信
じ
、
人
を
教

へ
て
信
ぜ
し
む
る
こ
と
、
難
き
が
な
か
に
う
た
た
ま

た
難
し
。
大
悲
弘
く
あ
ま
ね
く
化
す
る
、
ま
こ
と
に
仏
恩
を
報
ず
る
に
な
る
」

（
『註
釈
版
』
二
六

一
頁
）
と
あ
る
文
も
、

「常
行

大
悲
」
を
明
か
す
引
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

「常
行
大
悲
」
と
は
、

自
他
を
分
け
へ
だ
て
す
る

「私
」
と
い
う
小
さ
な
殻
を
破
っ
て
、
万
人
と

一
如
に
感
応
し
あ
い
、
自
在
に
人
び
と
を
利
益
す
る

こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
、
如
来
に
の
み
可
能
な
わ
ざ
で
あ
る
。
し
か
し
凡
夫
で
あ
っ
て
も
、
万
人
を
平
等
に
救

う
と
仰
せ
ら
れ
る
阿
弥
陀
如
来
の
大
悲
招
喚
に
応
答
し
て
、
大
悲
の
本
願
に
身
を
ゆ
だ
ね
、
そ
の
広
大
な
は
た
ら
き
に
参
加
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
如
来
の
大
悲
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
て
、
苦
し
み
悩
む
人
々
と
連
帯
し
つ
つ
、
自
他

と
も
に
大
悲
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
讃
仰
す
る
よ
う
な
身
に
な
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
を

「常
に
大
悲
を
行
ず
る
益
」
と
い
わ

れ
た
の
で
あ
る
。

と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
信
じ
念
仏
し
て
い
る
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
阿
弥
陀
仏
の
衆
生
救
済
の
は
た
ら
き
を
担
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
姿
が

「報
恩
」
と
も
規
定
し
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

「正
像
末
和
讃
」
に
、

小
慈
小
悲
も
な
き
身
に
て
　
有
情
利
益
は
お
も
ふ
ま
じ
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如
来
の
願
船
い
ま
さ
ず
は
　
苦
海
を
い
か
で
か
わ
た
る
べ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『註
釈
版
』
六

一
七
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
親
鸞
に
お
い
て
は
、
自
身
に
は
伝
道
、
実
践
な
ど
で
き
な
い
と
い
う
罪
悪
凡
夫
の
自
覚
が
同
時
に
成
立
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
玉
木
興
慈
が
、

親
鸞
に
お
い
て
は
弥
陀
の
真
実
を
讃
歎
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
讃
歎
の
念
仏
を
聞
く
者
を
し
て
、
弥
陀
の
真
実
に
出
週
わ

し
め
、
そ
の
者
が
念
仏
を
行
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
親
鸞
が
自
己
の
意
識
的
行
為
と
し
て
他
に
念
仏
を
行
ぜ
し
め
る
の

で
は
な
い
。

と
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。

真
実
信
心
を
得
て
念
仏
す
る
も
の
の
実
践
は
、
信
心
の
徳
と
し
て
の

「度
衆
生
心
」
か
ら
お
こ
る
利
他
的
な
活
動
、
具
体
的
に
は

「常
行
大
悲
」
と
し
て
の
伝
道
に
集
約
さ
れ
、
そ
の
実
践
が
そ
の
ま
ま

「報
恩
」
の
意
味
も
有
し
て
い
る
。
実
践
に
か
か
わ
る
行
が

「念

仏
」
を
中
心
と
す
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
遊
亀
教
授
が

「如
来
大
悲
の
恩
徳
は
　
身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
し
　
師
主
知
識
の

恩
徳
も
　
ほ
ね
を
く
だ
き
て
も
謝
す
べ
し
」
（『註
釈
版
』
六

一
〇
頁
）
を
根
拠
と
し
て
、
「念
仏
生
活
と
は
た
だ
口
に
南
無
阿
弥
陀

仏
を
称
う
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
生
活
そ
の
も
の
を
挙
げ
て
報
恩
行
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
相
互
信
頼
の
人
間
社
会
の
建
設
に
生

活
の
基
調
を
お
く
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
実
生
活
そ
の
も
の
の
上
に
も
実
践
が
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

も
い
い
う
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
ケ
ネ
ス

・
タ
ナ
カ
の
指
摘
が
注
目
さ
れ
る
。

存
覚
の
解
釈
に
基
づ
く
伝
統
的
な
考
え
で
は
、
常
行
大
悲
と
は
、
個
人
が
念
仏
を
称
え
る
こ
と
の
み
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
ま

す
。
～
∧
中
略
∨
～
二
十
世
紀
の
学
者
の
普
賢
大
回
氏
は
、
宗
教
の
領
域
を
超
え
、
衣
食
住
と
い
う
現
実
生
活
の
課
題
に
関
し

て
努
力
し
、
改
善
を
行
う
こ
と
も
常
行
大
悲
の
現
わ
れ

（勿
論
、
阿
弥
陀
如
来
の
慈
悲
を
根
源
と
す
る
）
で
は
な
い
か
と
言
わ

れ
た
の
で
す
。
（中
略
筆
者
）

７
・

タ
ナ
カ
は
、
現
実
生
活
の
課
題
に
関
し
て
努
力

・
改
善
を
行
う
こ
と
も

「常
行
大
悲
」
で
あ
る
と
論
じ
る
普
賢
大
回
の
説
に
注

１７



目
し
て
い
る
。
普
賢
は
、
近
年
満
井
秀
城
が

「真
宗
念
仏
者
の
実
践
論
と
し
て
は
、
こ
の
助
正
論
は
必
須
の
課
題
で
あ
る
は
ず
で
あ
　
７８

２^４）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐

る
」
と
述
べ
る

「助
正
論
」
に
関
す
る
研
究
が
多
く
、
し
か
も
、

弘
願
助
正
説
の
所
顕
は
但
に
宗
教
的
実
践
に
止
ま
ら
ず
、
更
に
拡
大
さ
れ
て
、
信
後
に
於
け
る
宗
教
生
活
の
基
本
を
塾弧
９
る
、

即
ち
真
宗
念
仏
者
の
道
徳
的

・
社
会
的
実
践
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
べ
き
意
義
を
含
蓄
す
る
。

と
評
さ
れ
る
石
泉
の
弘
願
助
正
説
を
積
極
的
に
評
価
し
た
人
物
で
あ
る
。
普
賢
の
助
正
論
に
対
す
る
研
究
が
タ
ナ
カ
が
注
視
す
る

「常
行
大
悲
」
の
解
釈
と
も
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
以
下
で
は
弘
願
助
正
説
の
特
徴
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

三
、
石
泉
の
弘
願
助
正
説
と
そ
の
特
徴

助
正
論
は
、
真
宗
学
に
お
い
て
行
信
論

・
信
願
論
と
並
び
重
視
さ
れ
現
在
ま
で
継
続
的
な
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
全
容

が
未
だ
不
鮮
明
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
程
に
複
雑
な
論
題
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

助
正
論
は
真
宗
宗
学
の
最
も
煩
瑣
な
研
究
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
研
究
は
極
め
て
面
倒
で
あ
る
が
、
こ
の
間

題
が
明
ら
か
に
な
ら
ぬ
限
り
、
『化
巻
』
の
要
門
章
真
門
章
の
真
意
は
詳
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
而
し
て
ま
た
、

こ
の
助
正
の
問
題
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
祖
が
如
何
に
自
力
の
機
執
を
払
拭
す
る
た
め
に
、
細
心
の
注
意
を
用
い
ら
れ
た

か
が
、
明
瞭
に
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

『教
行
信
証
』

「化
身
土
巻
」
、
ま
た
は
仮

ｏ
自
力
と
深
く
関
わ
る
論
題
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。

助
正
と
は
、
善
導
大
師

〈以
下
、
善
導
と
記
す
）
が

『観
経
四
帖
疏
』
散
善
義

・
就
行
立
信
釈

（『註
釈
版
』
七
祖
篇
四
六
三
頁
）

に
お
い
て
、
立
信
所
修
の
行
を
簡
択
し
て
正
行

・
雑
行
を
選
び
分
け
、
更
に
読
誦

・
観
察

・
礼
拝

・
称
名

・
讃
歎
供
養
の
正
行
五
種

の
中
、
第
四
の
称
名
を
正
定
業
、
他
の
前
三
後

一
の
行
を
助
業
と
し
た
こ
と
に
出
来
す
る
。
五
正
行

（助
正
）
は
、
「偏
依
善
導

一
師
」
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を
標
榜
す
る
法
然
聖
人
へ
と
受
容
さ
れ
、
選
択
本
願
念
仏
義
を
形
成
せ
し
め
る
重
要
な
思
想
根
拠
と
な
り
、
親
鶯
へ
と
相
承
さ
れ
て

い
る
。

石
泉
は
助
正
に
対
し
て
、
善
導
が

「順
彼
仏
願
故
」
を
根
拠
と
し
て
正
定
業
と
定
め
た
称
名
に
随
伴
し
て
助
業
が
修
さ
れ
る
と
し

た
こ
と
か
ら
、
そ
の
説
が
弘
願
助
正
説
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
説
が
評
価
さ
れ
る
背
景
に
は
、

真
宗
の
報
恩
行
は
従
来
と
か
く
消
極
的
に
堕
す
る
と
い
う
、
そ
し
り
を
免
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
の
第

一
は
報
恩
行
と
云
え

ば
、
感
謝
報
恩
の
心
よ
り
流
出
す
る
任
運
無
作
の
行
為
こ
そ
真
実
の
も
の
と
し
て
尊
重
せ
ら
れ
、
衆
生
の
期
待
意
志
を
伴
う
作

意
の
行
為
は
、
と
か
く
不
純
な
る
報
恩
行
と
し
て
軽
ん
ぜ
ら
れ
、
甚
だ
し
き
に
至
っ
て
は
、
そ
れ
を
自
力
執
心
の
行
為
と
し
て

排
除
す
る
が
如
き
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
衆
生
の
努
力
精
進
に
よ
る
報
恩
行
が
軽
視
せ
ら
れ
た
た
め
に
、
そ
の
積
極
性
を
失

う
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
の
原
因
は
報
恩
行
を
法
徳
顕
現
と
す
る
結
果
、
ど
う
か
す
る
と
法
徳
の
顕
発
す
る
に
差
し

ま
か
せ
て
、
衆
生
の
努
力
精
進
を
等
閑
に
附
す
る
が
如
き
、
動
向
を
生
じ
た
た
め
で
あ
る
。

と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
背
景
、
す
な
わ
ち
、
他
力
義
を
強
調
す
る
あ
ま
り
衆
生
の
行
為
性
を
否
定
し
去
り
、
衆
生
の
主
体
的
意
志
に

よ
る
行
為
を
自
力
と
否
定
す
る
こ
と
へ
の
疑
間
、
報
恩
行
す
べ
て
を
名
号
相
発
と
し
衆
生
の
何
ら
の
行
為
性
も
認
め
な
い
よ
う
な
態

度
は
、
実
践
を
論
じ
る
に
当
た
り
あ
ま
り
に
も
極
端
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
問
題
提
起
が
あ
る
。

以
下
、
石
泉
の
主
張
を
彼
の
著
作
か
ら
見
て
い
く
。
『助
正
釈
間
』
冒
頭
に
、

助
正
に
真
あ
り
仮
あ
り
。
真
は
即
弘
願
報
恩
の
大
行
。
仮
と
は
要
門
真
門
の
所
摂
。
往
生
の
業
因
と
執
す
る
も
の
な
り
。
真
宗

の
門
に
は
其
仮
な
る
も
の
を
は
捨
て
取
す
。
其
真
な
る
も
の
を
は
収
て
捨
す
。

〈『真
宗
全
書
』
（以
下
、
『真
全
』
と
記
す
）
五
十
巻
　
三
二
四
頁
下
）

と
い
い
、
五
正
行

（助
正
）
に
は
、
弘
願
報
思
の
大
行
を
明
か
す
真
の
助
正
と
、
往
生
の
業
因
に
執
す
る
要
門

・
真
門
の
所
摂
た
る

９

仮
の
助
正
と
が
あ
る
と
す
る
。
弘
願
上
に
お
い
て
の
み
助
正
は
名
義
具
足
す
る
こ
と
か
ら
弘
願
助
正
説
と
い
い
、
助
正
が
仮
と
な
る
　
１７



親鸞聖人における実践

の
は
真
の
助
正
に
誤
る
も
の
、
報
恩
行
た
る
助
正
を
往
生
の
業
因
と
執
す
場
合
と
す
る
。
弘
願
に
お
い
て
助
正
が
成
立
す
る
の
は
、

然
は
廃
立
は
必
先
に
し
て
。
助
正
は
こ
れ
の
次
。
い
ま
た
弘
願
門
内
に
し
て
助
正
の
廃
立
に
先
た
つ
も
の
は
あ
ら
す
。
廃
立
に

先
た
つ
の
助
正
は
要
門
真
門
に
し
て
。
弘
願
に
は
非
る
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『真
全
』
五
十
巻
　
三
二
五
頁
上
）

と
、
安
心
廃
立
が
行
儀
助
正
の

「必
先
」
な
る
前
提
条
件
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
安
心
廃
立
は
、
因

。
非
因
を
分
け
る
意
味
で
、

正
定
業
た
る
称
名
の
み
が
浄
土
往
生
の
因
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。

「本
願
名
号
の
宗
体
が
、
衆
生
に
渡
り
て
称
無
碍
光
如
来
名
と
口

へ
現
れ
た
が
行
な
り
。
心
に
在
る
を
信
と
い
う
。
心
日
の
場
処
で
名
は
異
な
れ
ど
も
体
は
唯

一
願
力
な
り
」

（
『真
全
』
二
六
巻

三
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
願
力
名
号
の
成
就
相
は
、
信
心

。
称
名
に
限
っ
て
全
現
す
る
と
さ
れ
る
た
め
、
称
名
の
み
が
正
定
業
と
し

て
立
せ
ら
れ
、
前
三
後

一
を
含
む
他
の
全
て
の
行
業
は
非
因
と
し
て
廃
さ
れ
る
。
そ
の
非
因
で
あ
る
助
業
が

「安
心
廃
立
」
後
、
信

後
に
お
い
て
は
行
儀
と
し
て
意
味
を
も
つ
。
起
行
に
対
し
て
、

次
起
行
者
。
謂
仏
恩
報
謝
行
。
此
中
有
五
種
正
行
。
既
仏
恩
報
謝
行
。
則
弘
願
行
。
故
通
五
種
共
名
正
行
。
於
中
第
四
称
名
。

為
正
業
。
前
三
後

一
。
為
助
業
。
第
四
為
正
業
者
。
本
願
行
故
。
前
三
後

一
非
本
願
行
。
而
有
善
輔
佐
正
業
。
成
報
恩
功
能
故
。

日
助
業
ｏ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『真
全
』
五
十
巻
　
三
八

一
頁
下
）

と
規
定
し
、
称
名
と
前
三
後

一
の
間
に
本
願
行

（正
）

。
非
本
願
行

（助
）
の
差
異
が
成
り
立
ち
、
助
業
が
正
定
業
を
補
佐
す
る
こ

と
で
報
恩
が
成
立
す
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
弘
願
助
正
説
は
往
因
に
お
い
て
で
は
な
く
、
行
儀

・
修
相
上
で
語
ら
れ
る
べ
き
も
の

と
さ
れ
る
。

正
定
業
を
補
佐
す
る
と
い
う
助
業
の
役
割
に
対
し
て
石
泉
は
、
「前
三
後

一
の
四
は
所
廃
の
法
。
本
願
の
行
と
比
肩
す
る
も
の
に

あ
ら
す
。
常
に
念
仏
を
導
首
と
し
て
そ
れ
に
随
伴
す
れ
ば
助
業
と
名
く
」
〈『真
全
』
五
十
巻
　
三
二
五
頁
上
）
と
し
て
、
あ
く
ま
で

名
号
を
体
と
す
る
正
定
業
た
る
称
名
が

「助
業
」
の
根
拠
と
し
、
独
立
し
て
存
在
意
義
を
確
保
す
る
の
で
は
な
い
と
い
い
、
そ
の
役

割
に
対
し
て
は
、

＾
Ｕ

＾
０
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弘
通
と
は
何
を
か
弘
通
す
。
第
四
の
称
名
南
無
阿
弥
陀
仏
の
本
願
。
こ
れ
そ
の
弘
通
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
な
り
。
本
願
不
独
自

弘
。
諸
行
以
弘
通
之
。
前
三
後

一
あ
る
ゆ
へ
ん
な
り
。
即
所
弘
通
の
も
の
を
。
正
業
と
し
。
弘
通
之
も
の
を
。
助
業
と
す
。

（『真
全
』
五
十
巻
　
四
〇

一
頁
下
）

と
、
称
名

。
本
願
を
所
弘
通
と
し
、
本
願
は
自
ら
弘
通
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

で
は
、
石
泉
は
助
業
が
名
号
に
根
拠
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
を
ど
こ
に
求
め
る
の
か
。
称
名
の
顕
し
方
に
つ
い
て
体
相
互
顕
と
就

初
形
後
と
の
二
義
を
明
か
す
中
で
、

生
因
円
満
す
る
こ
と
は
。
発
起
の
刹
那
に
あ
り
て
。
後
々
を
須
つ
も
の
に
あ
ら
す
。
そ
へ
に
第
二
刹
那
己
下
の
起
行
を
は
。
報

恩
の
業
事
と
す
。
即
願
文
の
乃
至
十
念
な
り
。
覚

・
蓮
等
の
宗
主
。
諄
々
と
し
て
こ
の
旨
を
伝
へ
給
ふ
。
止
持
と
云
ふ
は
。
い

は
ゆ
る
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
な
り
。
こ
れ
逆
謗
を
抑
止
し
て
造
ら
さ
ら
し
む
。
止
持
の
中
に
て
も
。
至
て
微
少
の
事
な
り
。
も

し
堪
忍
す
る
も
の
に
よ
り
て
。
随
て
増
す
れ
は
。
不
菅
此
重
罪
。
亦
制
其
次
罪
軽
罪
こ
の
止
持
の
と
こ
ろ
に
。
ま
た
作
持
あ
り

て
。
善
品
を
奉
行
せ
し
む
。
い
は
ゆ
る
助
業
は
。
義
こ
の
中
に
摂
す
。
信
心
発
得
の
行
者
。
称
名
念
仏
し
て
仏
恩
を
報
謝
す
る

に
。
自
然
に
こ
の
止
作
の
二
持
あ
り
て
随
伴
す
。
こ
れ
を
明
信
仏
智
。
作
諸
功
徳
と
い
ふ
。

（『真
全
』
五
十
巻
　
四
一
〇
頁
上
）

と
い
う
。
体
相
互
顕
と
は
、

「信
心
称
名
な
ら
べ
て
あ
げ
。
も
て
即
入
必
定
の
因
と
す
」
と
言
わ
れ
、
道
綽

・
善
導
等
が
本
願
を

も
っ
て

「称
我
名
号
」
を
根
拠
に
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
称
名
を
も
っ
て
生
因
と
な
す
義
を
顕
す
も
の
で
あ
る
。
就
初
形
後
と

は
、

「そ
の
こ
こ
ろ
別
し
て
念
我
を
と
り
て
。
必
定
の
因
と
し
て
。
そ
の
称
名
を
は
。
仏
恩
報
謝
の
行
と
す
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
生
因
を
信
心
に
限
り
、
称
名
は
報
恩
行
と
規
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「生
因
円
満
す
る
こ
と
は
。
発
起
の
刹
那
に
あ
り
て
。

後
々
を
須
つ
も
の
に
あ
ら
す
。
そ
へ
に
第
二
刹
那
己
下
の
起
行
を
は
。
報
恩
の
業
事
と
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
就
初
形
後
の
際
に

第
十
八
願
文
の

「唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
が
助
業
と
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。
助
業
が
唯
除
等
に
根
拠
す
る
と
し
て
も
、
あ
く
　
１８
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ま
で

「乃
至
十
念
」
の
称
名
を
外
に
し
て
語
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、

「信
心
発
得
の
行
者
。
称
名
念
仏
し
て
仏

８２

恩
を
報
謝
す
る
に
。
自
然
に
こ
の
止
作
の
二
持
あ
り
て
随
伴
す
」
と
言
わ
れ
る
。
止
作
二
持
は
、
唯
除
等
の
抑
止
が
止
持
の
中
で
も

微
少
な
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
が
増
せ
ば
重
罪
の
み
な
ら
ず
次
罪
軽
罪
を
も
制
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
こ
に
善
品
を
奉
行
せ
し
め

る
作
持
を
も
意
味
す
る
こ
と
を
も
っ
て
助
業
と
の
関
係
が
存
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

抑
止

・
助
業
が
実
践
と
関
係
さ
せ
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
必
ず
助
業
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の

で
は
な
い
。
弘
願
助
正
説
は
信
心
獲
得
者

（真
仏
弟
子
）
が
現
実
生
活
を
営
む
上
で
、
具
体
的
実
践
行
を
い
か
に
行
い
う
る
か
と
い

う
衆
生
の
側
か
ら
の
意
義
付
け
と
し
て
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

石
泉
が
助
正
と
い
う
行
体
系
の
必
然
性
を

「弘
通
」
な
る
概
念
で
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
石
泉
に
お
い
て
報
恩
行
が
単
な
る
感
謝

の
意
味
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、
助
正
あ
る
所
以
に
対
す
る

「本
願

（正
業
）
独
自
で
は
弘
ま

ら
ず
」、
「諸
行
に
よ
っ
て
弘
通
さ
れ
る
」
と
い
い
、
正
定
業

・
助
業
を
所
弘
通

・
能
弘
通
の
関
係
で
捉
え
る
点
に
う
か
が
え
る
。

で
は
、
本
願
は
な
ぜ
独
自
で
は
弘
ま
ら
な
い
の
か
。
本
願
力
廻
向
を
説
く
親
鸞
教
義
に
お
い
て
本
願

（本
願
力

・
名
号
）
は
、
常

に
衆
生
救
済
の
活
動
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「本
願
不
独
自
弘
」、
及
び

「弘
通
」
と
は
本
願
力
の
力
用
の
否
定
で
は
な
く
、

現
実
の
世
間

・
世
俗
に
お
け
る
本
願
の
弘
ま
り
に
関
す
る
言
葉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
弘

・
不
弘
は
仏
の
側
に
限
ら
れ
る
の
で
は

な
く
、
衆
生

（機
）
を
媒
介
と
す
る
と
こ
ろ
に
問
題
と
な
る
。
石
泉
が

『教
行
信
証
』
後
序
の

「深
く
如
来
の
衿
哀
を
知
り
て
、
ま

こ
と
に
師
教
の
恩
厚
を
仰
ぐ
。
慶
喜
い
よ
い
よ
至
り
、
至
孝
い
よ
い
よ
重
し
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
真
宗
の
詮
を
抄
し
、
浄
上
の
要
を
↓

ふ
。
た
だ
仏
恩
の
深
き
こ
と
を
念
う
て
、
人
倫
の
嘲
り
を
恥
ぢ
ず
」
（『註
釈
版
』
四
七
三
頁
）
の
語
を
例
と
し
て
引
用
す
る
こ
と
が

そ
の
意
を
顕
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
石
泉
の
行
論
か
ら
の
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
。
本
願
（十
八
願
）が
「乃
至
十
念
」
の
願
事
（以
名
摂
物
）
に
よ
っ

て
衆
生
の
行
た
る

「称
名
」
へ
と
結
実
す
る
と
解
す
こ
と
は
、
本
願

（力
）
が
開
示
さ
れ
る
の
は
衆
生

（機
）
の
称
名
に
お
い
て
の
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み
で
あ
っ
て
、
称
名
こ
そ
が
弥
陀
と
衆
生
と
の
対
応
関
係
を
構
築
し
う
る
。
こ
の
関
係
そ
の
も
の
が
因

。
非
因
の
差
異
を
明
示
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「助
正

（行
儀
）
」
の
行
体
系
は
必
然
的
な
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
本
願
が
衆
生
に
全
く
関
わ
ら
な

い
形
で
自
己
の
存
在
を
開
示
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
「弘
ま
る
」
と
い
う
概
念
自
体
が
対
象
者
を
予
想
せ
ね
ば
成
り
立

た
な
い
は
ず
で
あ
る
。
仮
に
、
本
願
の
存
在

・
活
動
を
何
ら
の
概
念
と
も
関
係
さ
せ
ず
に
解
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
本
願
を
観
念
化
さ

せ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

で
は
、
「諸
行
に
よ
っ
て
本
願
を
弘
通
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
れ
は
、
石
泉
が
助
業
の
義
を

「扶
助
」
と
も
し
て
い

た
そ
の
相
状
を
間
う
。
水
戸
善
英
は
、

世
出
世
の
助
業
を
以
て
念
仏
行
者
の
生
活
を
つ
つ
し
み
、
之
に
よ
っ
て
よ
く
称
名
を
扶
け
て
大
法
を
十
方
世
界
に
流
行
せ
し

め
、
下
衆
生
に
大
悲
を
伝
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
即
ち
報
恩
行
は
偏
え
に
下
化
衆
生
の
化
他
行
に
あ
る
と
云
う
こ
と
で

あ
る
。

と
、
助
業
に
あ
る
扶
助
の
義
が

「念
仏
行
者
の
生
活
を
慎
む
」
こ
と
に
認
め
ら
れ
、
そ
の
目
的
は
称
名
の
十
方
世
界
流
行

。
大
悲
伝

化
に
求
め
て
い
る
。
弘
通

〈大
悲
伝
化
）
は
、
「第
十
七
願
は
。
諸
仏
十
方
世
界
に
し
て
弥
陀
名
号
を
弘
通
し
」
（
（『真
全
』
五
十
巻

四

一
一
頁
下
）
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
本
願

（名
号

・
称
名
）
弘
通
に
極
ま
り
、
即
諸
仏
讃
嘆
た
る
衆
生
の
称
名
が
必
要
不
可

欠
な
る
要
素
と
さ
れ
る
。
で
は
、
な
ぜ
そ
の
弘
通
に
と
っ
て

「生
活
を
慎
む
」
こ
と
を
意
味
す
る
助
業
が
必
要
な
の
か
。

弘
通
が
本
願
弘
通
を
目
的
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
石
泉
に
お
い
て
称
名
が
正
定
業
と
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
う

る
。
そ
の
た
め
扶
助
と
は
、
助
業
非
因
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
称
名
正
定
業
の
開
示
は
、
廃

立
に
よ
っ
て
因

・
非
因
の
差
異
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
助
業
と
は
衆

生
が
非
因
で
あ
る
と
知
り
な
が
ら
も
行
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
恐
ら
く
こ
の
点
に
、
助
業
が
名
号
相
発
と
し
て
で
は
な
く
と
も
、　

３

称
名
に
統
摂
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
ま
た
抑
止
に
よ
っ
て
本
願

（名
号
）
と
関
係
を
有
す
る
と
さ
れ
る
所
以
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
１８
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称
名
正
定
業
と
は
あ
く
ま
で
助
業
と
の
対
比

（行
々
相
対
）
の
中
で
し
か
開
示
さ
れ
ず
、
ま
た
、
「称
名
」
の
み
が
衆
生
と
仏
と
　
８４

の
関
係
を
構
築
し
う
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
「助
正
」
と
は
願
力
名
号
が
衆
生
に
お
い
て

「称
名
正
定
業
」
を
開
示
す
る
働
き
そ
の

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

仏
慧
功
徳
を
ほ
め
し
め
て
　
十
方
の
有
縁
に
き
か
し
め
ん

信
心
す
で
に
え
ん
ひ
と
は
　
つ
ね
に
仏
恩
報
ず
べ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『註
釈
版
』
五
六
五
頁
）

の
文
を
石
泉
が
弘
通
の
根
拠
に
引
用
す
る
こ
と
は
、

「助
正
」
に
お
い
て
の
み
十
方
の
有
縁
に
弘
通
が
行
い
う
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
石
泉
の

「弘
通
は
す
な
は
ち
報
恩
な
り
」
と
の
規
定
は
、
衆
生
が

「以
名
摂
物
」
の
本
願

（名
号
）
の
成
就
を
担
う
存
在
と
さ

れ
、
現
に

「弘
通
」
の
不
可
欠
な
要
因
と
な
る
こ
と
を
も
っ
て

「報
恩
行
」
と
言
わ
れ
る
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

石
泉
は
、
助
業
が
あ
く
ま
で
衆
生
の
主
体
的
行
為
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
称
名
に
統
摂
さ
れ
、
抑
止
の
義
を
内
在

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衆
生
が

「助
正
」
を
行
う
こ
と
そ
の
も
の
が
本
願

（名
号
）
の
力
用
に
摂
取
さ
れ
た
念
仏
者

（真
仏
弟
子
）

の
具
体
的
、
あ
る
い
は
日
常
的
な
相
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

四
、
善
導
に
お
け
る
実
践

石
泉
の
弘
願
助
正
説
は
、
親
鸞
教
義
の
上
に
は
妥
当
し
な
い
と
い
う
批
判
が
多
く
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
石
泉
が
こ
の
よ
う
な
学
説

を
立
て
た
の
か
。
近
年
歴
史
的
背
景
か
ら
捉
え
直
す
論
考
も
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
、
石
泉
が
弘
願
助
正
説
を
初
め
て
主
張

し
た
の
は

『般
舟
讃
』
を
解
釈
し
た
際
で
あ
る
か
ら
、
善
導
教
義
と
の
関
わ
り
か
ら
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

助
正
が
説
示
さ
れ
た
就
行
立
信
釈
は
、
『礼
讃
』
前
序
の
安
心

・
起
行
、　
一
行
三
昧
、
及
び
専
雑
得
失
の
説
示
を
前
提
に
し
て
い

る
。
『礼
讃
』
で
は
、
安
心
に
お
い
て

『観
無
量
寿
経
』
の
至
誠
心

・
深
心

・
回
向
発
願
心
を
説
く
な
か
、
深
心
に
お
い
て
、
「
い
ま
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弥
陀
の
本
弘
誓
願
は
、
名
号
を
称
す
る
こ
と
下
十
声

。
一
声
等
に
至
る
に
及
ぶ
ま
で
、
さ
だ
め
て
往
生
を
得
と
信
知
し
て
」
〈『註
釈

版
』
七
祖
篇
　
六
五
四
頁
）
と
称
名
を
挙
げ
、
続
く
起
行
に
お
い
て

『浄
土
論
』
の
五
念
門
を
そ
の
順
序
を
変
え
凡
夫
に
相
応
す
る

形
で
提
示
す
る
。
そ
の
後
、
『文
殊
般
若
経
』
に
よ
っ
て

一
行
三
味
を
明
か
す
中
で
、

衆
生
障
り
重
く
し
て
、
境
は
細
に
心
は
粗
な
る
に
よ
り
て
、
識
　
り
神
飛
び
て
、
観
成
就
し
が
た
し
。
こ
こ
を
も
つ
て
大
聖
悲

憐
し
て
、
た
だ
勧
め
て
も
つ
ぱ
ら
名
字
を
称
せ
し
む
。
ま
さ
し
く
称
名
は
易
き
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
相
続
し
て
す
な
は
ち
生
ず
。

（『註
釈
版
』
七
祖
篇
　
六
五
八
頁
）

と
、
衆
生
に
お
い
て
は

「観
」
は
成
就
し
難
く
、
称
名
は
修
し
易
い
と
い
い
、
続
い
て

「も
し
専
を
捨
て
て
雑
業
を
修
せ
ん
と
欲
す

る
も
の
は
、
百
は
時
に
希
に

一
二
を
得
、
千
は
時
に
希
に
二
五
を
得
」

（
『註
釈
版
』
七
祖
篇
　
六
五
九
頁
）
と
い
い
、
専
修
と
雑

修
と
の
得
失
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
こ
で
の
専
修

・
雑
修
と
は

『選
択
本
願
念
仏
集
』
二
行
章
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
称
名
の
み
で

な
く
、
称
名
と
五
念
門
を
修
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て

「専
修
」
と
し
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『礼
讃
』
に
お
け
る
以
上
の
説
示
と
と
も
に
、
就
行
立
信
釈
に
お
け
る
五
正
行
の
説
示
に
対
す
る
、

前
三
後

一
の
行
を
雑
行
と
み
な
さ
な
い
の
は
、
そ
れ
が
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
浄
土
を
所
対
と
し
た
行
で
あ
っ
て
、
称
名
と
同
類
の

行
で
あ
り
、
浄
土
順
生
者
に
ふ
さ
わ
し
い
行
為
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
雑
行
と
簡
別
し
て
正
行
の
中
に
摂
め
、
本

願
の
行
で
あ
る
称
名
に
随
伴
し
、
称
名
の
相
続
を
扶
助
し
、
念
仏
者
の
宗
教
生
活
を
荘
厳
し
て
い
く
行
業
で
あ
る
と
い
う
の
で

助
業
と
い
う
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

善
導
に
と
っ
て
正
定
之
業
の
み
特
別
な
価
値
を
有
す
る
実
践
行
で
あ
る
た
め
に
、
正
行
中
の
そ
の
他
の
実
践
行
は
凡
夫
の
意
志

に
お
い
て
行
わ
れ
る
た
め
助
業
と
規
定
さ
れ
、
ま
た
正
行
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
実
践
行
は
阿
弥
陀
仏
の
関
係
性
が
希
薄
に
な
る
た

め
に
疎
雑
之
行
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

と
い
っ
た
指
摘
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
善
導
に
お
け
る
実
践
と
は
、
称
名
以
外
の
行
も
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
と
い
う
範
囲
の
中
　
１８



で
、
凡
夫
の
意
志
を
認
め
な
が
ら
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は

『礼
讃
』
で
雑
修
の
失
の
　
８６

中
に

「術
愧

・
懺
悔
の
心
あ
る
こ
と
な
き
が
ゆ
ゑ
に
」
と
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
専
修
に
は

「術
愧

・
懺
悔
の
心
」
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

こ
う
し
た
善
導
の
姿
勢
は
、
『新
修
往
生
伝
』
で
示
さ
れ
る
厳
格
な
行
者
と
し
て
の
姿
や
、
『礼
讃
』
で
の
、

願
は
く
は
弟
子
等
、
命
終
の
時
に
臨
み
て
心
顛
倒
せ
ず
、
心
錯
乱
せ
ず
、
心
失
念
せ
ず
、
身
心
も
ろ
も
ろ
の
苦
痛
な
く
、
身
心

快
楽
な
る
こ
と
禅
定
に
入
れ
る
が
ご
と
く
し
て
、
聖
衆
現
前
し
、
仏
の
本
願
に
乗
じ
て
阿
弥
陀
仏
国
に
上
品
往
生
せ
ん
。

（『註
釈
版
』
七
祖
篇
　
六
六
九
頁
）

と
い
う
言
葉
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
称
名
こ
そ
が
凡
夫
に
相
応
し
た
行
で
あ
り
、
釈
迦

・
弥
陀
の
本
意
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、

他
の
行
を
修
め
る
こ
と
も

「助
業
」
と
い
う
形
で
積
極
的
に
認
め
る
の
で
あ
り
、
そ
の
姿
こ
そ
が
善
導
の
求
め
た

（上
品
）
往
生
を

求
め
る
仏
道
の
実
践
で
あ
っ
た
。
石
泉
は
、
こ
う
し
た
善
導
の
立
場
を
保
持
し
て
学
説
を
打
ち
立
て
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
が
親
鸞

教
義
に
も
妥
当
す
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

弘
願
助
正
説
を
評
価
し
直
そ
う
と
し
た
場
合
に
、
今
後
の
研
究
課
題
と
な
る
点
を
い
く
つ
か
指
摘
す
る
こ
と
で
小
結
と
す
る
。

第

一
に
、
善
導
に
お
け
る

「報
恩
」
で
あ
る
。
伝
道
と
報
恩
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
『礼
讃
』
の

「大
悲
弘
く
あ
ま
ね
く
化

す
る
、
ま
こ
と
に
仏
恩
を
報
ず
る
に
な
る
」
の
文
で
あ
っ
た
。
『礼
讃
』
に
お
け
る
起
行
と
報
恩
の
関
係
、
ま
た
そ
れ
が

『観
経
疏
』

の
行
体
系
と
関
連
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。

第
二
に
、
善
導
の
目
指
す
べ
き
仏
道
体
系
と
凡
夫
、
ま
た
は
下
品
の
も
の
の
救
済
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。
例
え
ば
、

」ヽ
結
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書
導
教
義
は

「懺
悔
の
仏
教
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
『観
経
四
帖
疏
』
で
は
日
観
の
中
に
懺
悔
の
行
法
が
詳
説
さ
れ
る
が
、

散
善
に
懺
悔
は
説
か
れ
て
い
な
い
。
善
導
は
、
罪
悪
深
重
な
る
下
々
品
の
も
の
に
対
し
て
、
称
名
以
外
の
行
を
ど
れ
程
求
め
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
に
、
こ
う
し
た
善
導
の
教
義
を
親
鸞
が
い
か
に
受
容
し
て
い
る
の
か
。
例
え
ば
、
親
鸞
は

『礼
讃
』
の
三
品
の
懺
悔
を

『教

行
信
証
」
「化
身
土
巻
」
に
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
就
行
立
信
釈
の
文
も
引
用
態
度
は
異
な
る
が

「信
巻
」
「化
身
土
巻
」
に
わ
た

り
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
か
。

更
に
は
、
こ
の
助
正
の
関
係
が
五
念
門
行

（体
具

・
相
発
）
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
点

に
注
目
し
つ
つ
、
弘
願
助
正
説
の
再
評
価
を
し
て
い
き
た
い
。

（
１
）
親
鸞
教
義
に
お
け
る
実
践
は
、
「倫
理
」
と
の
関
わ
り
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
「倫
理
」
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
は
、
道
徳
と
同
義
と

す
る
も
の
、
念
仏
者
の
生
活
実
践
や
世
俗

・
世
間
に
お
け
る
実
践
と
い
う
意
味
を
指
す
も
の
、
仁

・
義

・
礼

・
智

・
信
の
五
常

（儒
教
倫
理
）
を
指

す
も
の
、
な
ど
様
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ま
っ
た
く
無
関
係
な
規
定
で
は
な
い
で
あ
る
う
が
、
「英
語
の
日

，
ｏ̈∽
を
倫
理
、
〓
ｏ
８
一を
道
徳
と
あ
て
て

理
解
す
る
よ
う
な
倫
理
道
徳
の
語
は
仏
教
に
は
相
応
し
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
」
（武
邑
尚
邦

「仏
教
倫
理
へ
の
試
論
」、
『真
宗
研

究
』
二
九
号
、　
一
九
九
五
）
と
の
指
摘
も
あ
る
た
め
、
「倫
理
」
の
概
念
、
及
び
親
鸞
と

「倫
理
」
と
の
関
係
は
今
後
の
課
題
と
し
、
本
論
で
は

「実

践
」
の
語
だ
け
を
用
い
、
先
行
研
究
も
こ
の
立
場
よ
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。

（２
）
丼
上
善
幸

「親
鸞
の
戒
理
解
に
つ
い
て
―
背
景
と
そ
の
現
代
的
意
義
」
（『龍
谷
教
学
』
三
八
号
、
二
〇
〇
三
）、
「末
法
無
戒
の
諸
解
釈
に
つ
い
て
」
（『
日

本
仏
教
学
会
年
報
』
七
四
号
、
二
〇
〇
八
）。
前
者
の
論
文
に
お
い
て
、
「親
鸞
に
お
い
て
懺
悔
は
滅
罪
の
働
き
を
な
す
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
戒
を

た
も
ち
得
な
い
と
言
う
漸
愧
べ
と
突
き
返
す
は
た
ら
き
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
に
と
っ
て
、
持
戒
は
当
為
の
倫
理
と
し
て
の
意
義
は
持
ち
え

な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
。

（３
）
例
え
ば
、
人
間

・
科
学

・
宗
教
０
”
●
研
究
叢
書

〓

『地
球
と
人
間
の
つ
な
が
り
　
仏
教
の
共
生
観
』
（法
蔵
館
、
二
〇

一
一
，
九
）
に
収
め
ら
れ
て

い
る
玉
木
興
慈

「仏
教
共
生
学
の
構
築
に
向
け
て
―
親
鸞
の
思
想
に
立
脚
し
て
」、
丼
上
善
幸

「親
鸞
思
想
と

「共
生
」
の
理
念
―
浄
土
・阿
弥
陀
仏
・　
７

死
者
を
手
が
か
り
に
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１８



（４
）
島
薗
進

「日
本
仏
教
の
社
会
倫
理
―

「正
法
」
理
念
か
ら
考
え
る
」
、
岩
波
書
店
、
二
〇

一
三

（５
）
「親
鸞
と
倫
理
」、
『日
本
教
学
研
究
所
紀
要
』

一
号
、　
一
九
六

一

（６
）
『中
世
仏
教
思
想
史
研
究
』
（法
蔵
館
、二

九
四
七
）。
ま
た
津
田
左
右
吉
は
、
『文
学
に
現
は
れ
た
る
国
民
思
想
の
研
究
」
（岩
波
書
店
、　
一
九
五

一
）

に
お
い
て
、

て
い
る
と
い
う
。

（７
）
『哲
学
入
門
Ｌ

（筑
摩
書
房
、　
一
九
四
五
）
六
〇

〓
貝

（８
）
「「新
し
い
真
俗
二
諦
」
の
構
築
か

「信
心
の
社
会
性
」
の
確
立
か
―
浄
土
真
宗
に
お
け
る
社
会
性

・
倫
理
性
の
問
題
―
」、
「浄
土
真
宗
と
社
会
―
真

俗
二
諦
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』、
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
八

（９
）
『真
宗
研
究
会
紀
車
ご

一
七
号
、　
一
九
八
四

（１０
）
「正
像
末
和
讃
」
に
は

「浄
土
の
大
菩
提
心
は
　
願
作
仏
心
す
す
め
し
む
　
す
な
は
ち
願
作
仏
心
を
　
度
衆
生
心
と
な
づ
け
た
り
」
（『註
釈
版
』
六
〇

三
頁
）、
「如
来
の
回
向
に
帰
入
し
て
　
願
作
仏
心
を
う
る
ひ
と
は
　
自
力
の
回
向
を
す
て
は
て
て
　
利
益
有
情
は
き
は
も
な
し
」
（『註
釈
版
』
六
〇

四
頁
）
な
ど
と
あ
る
。

（Ｈ
）
「親
鶯
に
お
け
る
実
践
の
論
理
構
造
」
、
『真
宗
学
』
七
五

・
七
六
号
、　
一
九
八
七

（１２
）
「親
鸞
に
お
け
る
信
と
社
会
的
実
践
」、
『親
鸞
教
学
』
三
八
号
、　
一
九
八

一

（１３
）
「真
宗
教
説
の
社
会
的
機
能
―
親
鸞
の
倫
理
思
想
を
め
ぐ
っ
て
―
」、
「日
本
仏
教
学
会
年
報
』
四
七
号
、　
一
九
八

一

（１４
）
内
藤
知
康
は

「親
鶯
の
信
の
内
容
は
、
煩
悩
具
足

・
罪
悪
深
重
の
自
己
に
対
す
る
悲
嘆
と
、
そ
の
自
己
が
阿
弥
陀
仏
の
光
明
に
摂
取
さ
れ
て
い
る
と

い
う
慶
喜
と
が

一
体
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
（前
掲
論
文
）
と
い
い
、
殿
内
恒
は

「自
身
の
あ
り
よ
う
に
対
す
る

「悲
歎
」
と
間
違
い
な
く
救

わ
れ
る
「慶
喜
」
と
が
同
時
に
重
な
っ
て
あ
る
す
が
た
こ
そ
、親
鸞
の
教
え
に
お
け
る
「真
の
仏
弟
子
」
と
し
て
の
あ
る
べ
き
す
が
た
な
の
で
あ
る
」
（「親

鸞
に
み
る
真
宗
者
の
基
本
姿
勢
」
人
間
・科
学
・宗
教
０
”
０
研
究
叢
書

】０
『仏
教
社
会
福
祉
の
可
能
性
』
（法
蔵
館
、
二
〇

一
二
）
四
二
頁
）
と
い
う
。

（
１５
）
徳
永

一
道
前
掲
論
文

（
１６
）
稲
葉
秀
賢

「真
宗
に
於
け
る
倫
理
」
（『日
本
仏
教
学
会
年
報
』
二
七
号
、　
一
九
六

一
）。
な
お
、
徳
永
は
前
掲
論
文
に
お
い
て

『浄
土
教
思
想
研
究
』

（永
田
文
昌
堂
、　
一
九
六
七
）
に
収
め
ら
れ
た
稲
葉
の
論
文

「掟
の
倫
理
」
に
あ
る

「本
願
他
力
の
教
に
は
倫
理
が
な
い
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
倫
理

的
な
も
の
を
超
え
た
所
に
真
実
の
救
済
が
成
就
す
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
う
て
本
願
他
力
を
た
の
む
宗
教
的
世
界
に
あ
っ
て
は
、
「善

も
は
し
か
ら
ず
」、
「悪
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
倫
理
的
世
界
を
超
え
て
は
い
る
が
、
そ
の
宗
教
的
世
界
は
そ
の
背
後

に
お
い
て
深
く
廃
悪
修
善
の
倫
理
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
若
し
こ
の
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
真
宗
の
信
仰
は
悪
無
碍
の
邪
信

に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
は
信
仰
が
倫
理
を
包
む
の
で
あ
っ
て
、
倫
理
を
包
ま
ぬ
信
仰
は
真
実
に
人
間
を
救
う
も
の
で
は
な
い
で

188
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あ
ろ
う
。
宗
祖
が
廃
悪
修
善
の
要
門
を
方
便
と
し
て
弘
願
他
力
に
転
入
せ
ら
れ
た
の
は
こ
の
為
で
あ
る
。
然
も
我
々
は
社
会
的
存
在
と
し
て
、
人
倫

的
関
係
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
ち
で
そ
の
人
倫
的
関
係
の
中
に
生
き
る
宗
教
者
は
、
そ
の
信
仰
を
背
後
で
支
え
て
い
る
倫
理
を
何
ら
か
の

形
で
復
活
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
文
を
親
鸞
の
救
済
論
と
倫
理
と
の
関
係
を
的
確
に
提
示
し
て
い
る
と
評
し
て
い
る
。

（１７
）
桐
渓
順
忍

「信
仰
生
活
の
論
理
」、
『親
鸞
体
系
　
思
想
篇
　
第
十
二
巻
』
法
蔵
館
、　
一
九
八
九

（１８
）
こ
う
し
た
主
張
は
、
法
然
に
お
け
る
倫
理
研
究
に
お
い
て
も
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
を
市
川
定
敬

（「法
然
浄
土
教
倫
理
研
究
の
諸
問
題
」、
『法
然
仏
教

と
そ
の
可
能
性
』
法
蔵
館
、
二
〇

一
二
）
が
指
摘
し
て
い
る
。

（１９
）
『教
行
信
証
の
研
究
』

三
二
九
～
三
四
〇
頁

（２０
）
梯
寅
回

『教
行
信
証
の
宗
教
構
造
―
真
宗
教
義
学
体
系
』
（法
蔵
館
、
二
〇
〇

一
）

三
二
〇
頁

（２１
）
「大
悲
を
行
ず
る
人
　
信
心
の
行
者
の
す
が
た
」
人
間
・科
学
・宗
教

０
”
０
研
究
叢
書

０̈
『仏
教
社
会
福
祉
の
可
能
性
』
（法
蔵
館
、
二
〇

一
二
）

五
六
頁
。

ま
た
、
稲
葉
秀
賢
は

「自
ず
か
ら
大
悲
を
行
ぜ
ん
と
意
図
す
る
の
で
な
く
、
報
恩
の
念
仏
あ
る
と
こ
ろ
、
自
ず
か
ら
大
悲
行
が
行
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ

る
」
（「信
心
の
生
活
」
「親
鸞
体
系
　
思
想
篇
　
第
十
二
巻
』
法
蔵
館
、　
一
九
八
九
）、
梯
寅
回
は

「そ
の
讀
歎
を
と
お
し
て
虚
仮
不
実
の
煩
悩
の
大

地
に
如
来
の
真
実
が
現
行
し
、
わ
れ
ひ
と
と
も
に
真
実
に
よ
び
さ
ま
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

「自
信
教
人
信
」
と
い
い
、
「常
に
大
悲
を
行

ず
」
と
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
」
（「衆
生
利
益
と
い
う
こ
と
上

呆
宗
に
お
け
る
伝
道
の
原
点
―
」、
「浄
土
教
学
の
諸
問
題
』
、
永
田
文
昌
堂
、　
一
九
九
八
）

と
い
う
。

（２２
）
「念
仏
と
実
践
」
（『親
鸞
体
系
　
思
想
篇
　
第
十
二
巻
』
法
蔵
館
、　
一
九
八
九
）

（２３
）
「現
代
社
会
に
お
け
る
浄
土
真
宗
の
倫
理
―
グ
ロ
ー
パ
ル
的
視
点
―
」、
『親
鸞
教
学
』
七
九
号
、
二
〇
〇
二

（２４
）
「「
エ
ン
ジ
ン
と
し
て
の
教
学
」
を
め
ぐ
っ
て
の
覚
書
―

「動
き
と
な
る
教
学
」
の
理
念
を
求
め
て
―
」
（『浄
土
真
宗
総
合
研
究
」
五
号
、
二
〇

一
〇
）。

満
井
は

「文
献
研
究
と
実
践
的
視
座
と
の
接
点
―

「信
仰
と
実
践
」
の
理
念
を
求
め
て
―
」
（『浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
六
号
、
二
〇

一
一
）
で
も
同

様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
「助
正
」
の
問
題
は
法
然
教
義
に
お
い
て
も
実
践

・
共
生
の
問
題
を
考
え
る
際
に
重
要
な
論
点
で
あ
る
こ
と
を
、
村

上
真
瑞
は

「法
然
上
人
に
お
い
て
、
共
生
の
活
動
で
あ
る
、
布
施
や
慈
悲
の
行
は
ま
た
さ
に
異
類
の
善
根
で
あ
る
。
又
、
日
常
生
活
の
営
み
も
含
め

て
念
仏
の

一
行
を
助
成
す
る
の
は
、
ま
さ
に
、
決
定
往
生
信
を
得
た
後
の
心
作
用
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
助
業
は
単
に
称
名
念
仏

の
触
媒
で
は
な
く
、
共
生
の
活
動
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
こ
そ
法
然
上
人
の
御
心
に
か
な
う
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（「法
然
上
人
に
お
け
る
諸

行
と
共
生
」、
『法
然
仏
教
と
そ
の
可
能
性
』
法
蔵
館
、
二
〇

一
二
）
と
い
う
。

（２５
）
水
戸
善
英

「弘
願
助
正
義
の
意
味
す
る
も
の
」
（『龍
谷
教
学
』

一
二
号
、
一
九
七
七
）。
普
賢
大
円

（「真
宗
生
活
に
お
け
る
宗
教
生
活
の
原
理
」、
理
ホ
　
９

学
院
論
集
』

一
五
号
、　
一
九
二
四
）
は
、
「以
上
、
弘
願
助
正
説
が
持
つ
意
味
の
主
た
る
も
の
を
略
述
し
た
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
真
一変
大
践
論
と
　
１８



親鸞聖人における実践

し
て
、
相
当
注
意
せ
ら
る
べ
き
問
題
を
学
ん
で
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
弘
願
助
正
説
の
意
味
す
る
も
の
を
発
展
せ
し
め
て
、　

９０

現
代
真
宗
学
の
持
っ
て
い
る
課
題
に
、
何
等
か
の
解
答
を
与
え
た
い
と
思
う
の
が
、
筆
者
の
念
願
で
あ
る
」
と
言
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

（２６
）
普
賢
大
円

「方
便
助
正
説
の
研
究
」、
『真
宗
学
』

一
三
・
一
四
号
、　
一
九
五
五

（２７
）
普
賢
大
円

「浄
土
真
宗
の
実
践
論
―
特
に
報
恩
行
の
積
極
性
に
つ
い
て
―
」。
ま
た
同
論
文
に
お
い
て
方
便
助
正
説
を
評
し

「報
恩
行
を
単
に
五
念
に

限
る
と
い
う
の
は
、
余
り
に
も
偏
狭
な
考
え
方
で
あ
る
」
と
も
述
べ
る
。

（２８
）
『助
正
蔓
杵
』
に
は

「今
こ
の
助
正
、
唯
弘
願
の
み
に
あ
っ
て
名
義
具
足
す
。
こ
れ
助
正
の
真
正
の
実
義
な
る
も
の
な
り
、
も
し
要
門
真
門
は
浄
土
門

内
、
隋
情
世
俗
の
法
な
り
。
中
に
お
い
て
亦
助
正
の
名
あ
り
と
雖
も
、
弘
願
を
も
っ
て
之
を
望
め
ば
、
実
に
そ
の
義
な
し
。
仮
立
と
い
う
べ
し
」
（『真

全
』
五
十
巻
　
四
〇

一
頁
下
）
と
あ
る
。

（２９
）
『助
正
釈
間
』
に
は

「唯
除
等
と
は
、
且
く
微
少
の
止
悪
な
れ
と
も
、
こ
こ
ろ
は
遠
く
も
ろ
も
ろ
の
行
善
を
該
ぬ
。
乃
こ
れ
を
も
て
乃
至
十
念
を
扶
助

す
」
（『真
全
』
五
十
巻
、
三
二
八
頁
上
）
と
あ
る
。

（３０
）
水
戸
善
英
は
、
石
泉
の
こ
の
解
釈
に
対
し
て

「抑
止
の
誓
意
に
据
し
て
止
悪
行
善
の
意
を
顕
わ
し
、
同
類
は
も
と
よ
り
異
類
の
助
業
を
も
含
み
、
更

に
五
倫
五
常
の
道
徳
の
行
為
の
勧
誠
を
も
摂
し
、
こ
の
語
の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
（『真
宗
助
正
論
の
研
究
』

一
一八
二
頁
）
と
い
う
。

（３１
）
石
泉
が
弘
願
助
正
説
を
初
め
て
主
張
し
た
書
で
あ
る

『般
舟
讃
懐
愧
録
』
に
助
業
を
用
い
る
所
以
を

「而
所
以
須
助
者
。
嬌
為
真
仏
弟
子
」
と
述
べ

て
い
た
こ
と
と
関
係
す
る
。

（３２
）
「安
心
と
は
心
相
の
名
な
り
。
行
儀
の
助
正
と
は
。
就
其
起
行
々
体
。
以
諸
行
扶
助
念
仏
い
う
」
（『真
全
』
五
十
巻
　
四
五
六
頁
下
）

（３３
）
水
戸
善
英

『真
宗
助
正
論
の
研
究
』

二
六
九
頁

（３４
）
「釈
迦
諸
仏
法
中
の
弘
通
は
。
必
す
随
伴
の
行
を
須
へ
き
が
故
に
」
（『真
全
』
五
十
巻
　
四
四
四
頁
下
）
と
も
言
う
。

（３５
）
こ
の
解
釈
は
、
石
泉
が
報
恩
行
を

「行
者
の
用
心
」
と
解
し
た
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
。
弘
通
の
行
為
の
基
底
に
は
当
然
衆
生
の
心
持
ち

（用
心
）
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
嬰
木
義
彦

（
一
九
八

一
）
は

「報
恩
」
と

「知
恩
」
と
を
分
け
、
「報
恩
」
は

「念
仏
は
仏
の
思
に
報
い
る
行
業
で
あ
る

と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
向
う
と
こ
ろ
は
仏
に
対
し
て
で
は
な
く

「世
の
中
安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
と
お
ぼ
し
め
す
べ
し
」、
と
人
間
社
会
に
向
け

て
の
弘
教
と
平
和
を
祈
念
す
る
心
情
と
し
て
表
現
さ
れ
」
る
よ
う
な
具
体
的
行
動
を
表
す
概
念
と
言
う
。

（３６
）
児
玉
識

「近
世
真
宗
の
社
会
的
実
践
―
僧
叡

（石
泉
）
学
派
を
中
心
に
―
」、
『真
宗
教
学
研
究
』
二
八
号
、
二
〇
〇
七

（３７
）
梯
寅
回

「善
導
大
師
の
行
業
論
」、
『行
信
学
報
』
七
号
、　
一
九
九
四

（３８
）
柴
田
泰
山

『善
導
教
学
の
研
究
』
（山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
〇
六
）

一二
七
五
頁
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