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親
鸞
の
信
の
社
会
的
・
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
時
、
彼
自

身
の
信
に
も
と
づ
き
、
具
体
的
状
況
へ
向
け
て
認
め
ら
れ
た
消
息
が
、
極
め
て
重

要
な
史
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
昨
今

の
親
鸞
研
究
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の
教
団
の
あ
り
よ
う
に
関
す
る
研
究
は
、
そ
う

し
た
、
例
え
ば
親
鸞
を
そ
の
信
と
具
体
的
状
況
と
の
関
係
性
に
お
い
て
捉
え
よ
う

と
い
う

〝

方
法〞

に
つ
い
て
、
ど
れ
だ
け
自
覚
的
で
あ
ろ
う
か
。

実
り
豊
か
で
あ
っ
た
戦
後
の
一
連
の
親
鸞
研
究
に
お
い
て
既
に
二
葉
憲
香
氏
は
、

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

宗
教
の
立
場
は
単
な
る
社
会
条
件
の
反
映
と
し
て
は
十
分
に
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
宗
教
の
立
場
は
、
超
時
代
的
で
あ
り
、
そ
の
根
底
は
、
歴
史

的
世
界
を
支
え
る
前
歴
史
的
地
盤
で
あ
る
。
従
っ
て
、
社
会
的
な
歴
史
条
件

を
以
て
、
原
理
的
に
宗
教
の
立
場
を
解
明
し
得
る
と
考
え
る
こ
と
は
あ
や
ま

り
で
あ
る
。
／
宗
教
を
社
会
の
反
映
と
見
る
こ
と
は
、
宗
教
の
主
体
性
を
は

く
だ
つ
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
が
、
宗
教
は
、
社
会
・
歴
史
以
前
の
自
己

に
関
す
る
人
間
の
自
覚
と
し
て
主
体
の
確
立
を
可
能
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、

宗
教
的
立
場
の
社
会
・
歴
史
と
の
関
係
は
反
映
で
は
な
く
て
、
対
決
で
あ

る
。／
そ
れ
ゆ
え
に
、
宗
教
史
の
成
立
は
、
社
会
条
件
の
反
映
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
宗
教
的
契
機
と
社
会
的
契
機
、
超
時
代
的
契
機

と
時
代
的
契
機
の
対
決
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い

(

１)

。

親
鸞
の
信
の
社
会
的
・
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
に
至
っ
た
一
連
の
考
究
が
、

そ
の
成
果
を
生
み
出
す
前
提
に
は
、
こ
の
よ
う
な
明
確
な
方
法
意
識
が
あ
っ
た
こ

と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
現
在
、
親
鸞
研
究
を
は
じ
め
と
し
て
、
宗
教
を
対
象
と
す
る
様
々

な
研
究
の
、
そ
の
多
く
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
方
法
が
、
十
全
に
踏
ま
え
ら
れ
て

い
る
と
は
言
え
そ
う
に
な
い
。
二
〇
〇
八
年
十
二
月
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
勧
学

寮
の
編
に
よ
り

『

浄
土
真
宗
と
社
会

真
俗
二
諦
を
め
ぐ
る
諸
問
題

』
(

２)

が

刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
冒
頭
、
第
一
章
総
論

｢｢

真
俗
二
諦｣

研
究
班
に
つ
い
て｣

に
お
い
て
徳
永
一
道
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

一

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 

栗

山

俊

之

は
じ
め
に



永
年
に
わ
た
っ
て
宗
門
教
学
の
基
本
的
な
枠
組
み
と
な
っ
て
い
た

｢

真
俗
二

諦｣

の
論
題
が
、
批
判
の
矢
面
に
立
た
さ
れ
て
久
し
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
枠

組
み
に
沿
っ
て
決
定
さ
れ
て
き
た
宗
門
の
対
社
会
的
姿
勢
の
一
々
が
批
判
の

的
に
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
批
判
は
ひ
と
言
で
い
え
ば
社

会
の
大
勢
あ
る
い
は
社
会
的
権
力
へ
の
迎
合
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

た
め
に
は
牽
強
付
会
と
で
も
い
う
他
は
な
い
よ
う
な
教
学
の
強
引
な
解
釈
も

見
ら
れ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

(

３)

。

周
知
の
よ
う
に
、
幕
末
・
維
新
期
以
降
、
本
願
寺
教
団
が
説
い
た
真
俗
二
諦
と
は
、

真
と
俗
、
す
な
わ
ち
宗
教
領
域
と
世
俗
領
域
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の

｢

諦｣

、

つ
ま
り
真
実
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
真
宗
の
教
え
が
死
後
の
往
生
浄
土

と
そ
れ
を
約
束
す
る
信
心
獲
得
の
み
に
収
斂
さ
れ
て

｢

真
諦｣

と
し
て
説
か
れ
、

同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
真
宗
の
教
え
と
は
全
く
別
の
こ
と
と
し
て
、
世
俗
に
お
け

る
支
配
秩
序
が

｢

真
諦｣

と
並
立
す
る
今
一
つ
の
真
実
(

＝

｢

俗
諦｣)

と
し
て

説
諭
さ
れ
た
。
そ
の
も
と
で
教
団
は
、
た
と
え
ば
国
家
が
そ
の
総
力
を
あ
げ
て
戦

争
を
遂
行
す
れ
ば
、
そ
れ
を

｢

俗
諦｣

と
し
て
全
力
で
戦
時
奉
公
に
邁
進
し
、
ま

た
差
別
を
こ
と
と
す
る
社
会
に
あ
っ
て
は
、
教
団
も
ま
た
差
別
を
内
在
化
し
て
い
っ

た
。だ

が
、
問
題
の

〝

核
心〞

は
、
い
わ
れ
る
よ
う
な
こ
う
し
た

｢

宗
門
の
対
社
会

的
姿
勢
の
一
々｣

や
、｢

社
会
の
大
勢
あ
る
い
は
社
会
的
権
力
へ
の
迎
合｣

、
ま
た

｢

そ
の
た
め
に｣

な
さ
れ
た

｢

牽
強
付
会
と
で
も
い
う
他
は
な
い
よ
う
な
教
学
の

強
引
な
解
釈｣

で
は
な
い
。
本
願
寺
教
団
が
宗
教
教
団
で
あ
る
以
上
、
ま
さ
し
く

そ
の
生
命
線
で
あ
る
そ
の
宗
教
的
立
場
が
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。｢

権
力

へ
の
迎
合｣

や

｢

教
学
の
強
引
な
解
釈｣

を
、
さ
ら
に
は

｢

永
年
に
わ
た
っ
て
宗

門
教
学
の
基
本
的
な
枠
組
み
と
な
っ
て
い
た

｢

真
俗
二
諦｣｣

を
生
み
出
し
得
た

の
は
何
故
か
。
そ
れ
は
教
団
が
如
何
な
る
信
に
立
っ
た
が
故
だ
っ
た
の
か
。
時
々

の
教
団
の
具
体
的
な
あ
り
よ
う
は
、
そ
の
依
っ
て
立
つ
信
に
基
づ
い
て
い
る
は
ず

で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。

し
か
し
な
が
ら

｢

真
俗
二
諦｣

は
、
そ
れ
ら
を
無
関
係
な
も
の
と
し
て
分
断
し
た
。

で
あ
れ
ば
な
お

｢

真
俗
二
諦｣

が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
を
許
容
し
た
、
つ
ま
り
世

俗
と
は
全
く
別
の
こ
と
と
し
得
た
、
そ
う
し
た
信
の
あ
り
よ
う
こ
そ
が
解
明
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

先
の
引
用
文
に
続
く

｢

教
団
と
い
う
組
織
体
の
存
続
の
た
め
に
は
や
む
を
得
ざ

る
面
も
あ
っ
た｣

、｢｢

真
俗
二
諦｣

的
発
想
を
自
由
に
反
省
し
か
つ
批
判
で
き
る

の
も
、
幸
い
に
も
現
代
が
そ
う
い
う
時
代
で
あ
る

(

４)｣

な
ど
の
文
言
に
端
的
に
表
れ

て
い
る
よ
う
に
、｢

真
俗
二
諦｣

を
課
題
と
す
る
研
究
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

そ
こ
に
は
、
信
と
社
会
・
歴
史
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
れ
を
捉
え
る
と
い
う
視
点

が
欠
落
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
理
解
は
、
宗
教
の
宗
教
た
る
所
以
を
喪

失
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。｢

存
続
の
た
め｣

が
第
一
義
と
な
る
宗
教
教
団
と
は
何

か
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、｢

や
む
を
得
ざ
る｣

と
の
判
断
が
あ
っ
た
と
し

て
も
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
宗
教
的
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
判
断
で
あ
っ
た
か
が
解

明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、〝

い
つ
の
時
代〞

・〝

ど
の
よ
う
な
発
想〞

で
も

｢

自
由
に
反
省
し
か
つ
批
判
で
き
る｣

、
そ
れ
こ
そ
が
、
宗
教
の
立
場
で
は
な
い
か
。

信
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
し
て
、
真
に
宗
教
の
社
会
的
・
歴

史
的
あ
り
よ
う
を
問
い
直
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
〇
〇
七
年
、
承
元

(

建
永)

の
法
難
か
ら
八
百
年
を
数
え
た
。
そ
れ
は
、
親

鸞
の
信
と
そ
の
社
会
的
・
歴
史
的
あ
り
よ
う
と
の
関
係
を
見
つ
め
直
す
絶
好
の
機

二



会
で
あ
っ
た
。
筆
者
も
念
仏
弾
圧
に
つ
い
て
話
す
場
を
与
え
ら
れ
、
ま
た
拙
寺
が

所
属
す
る
福
岡
教
区
の
研
修
会
講
師
を
平
雅
行
氏
に
お
願
い
し
、
そ
の
事
前
学
習

会
を
担
当
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
改
め
て
氏
の

『

日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教

(

５)』

を

読
み
直
す
機
会
を
得
た
。
そ
の
中
の

｢

専
修
念
仏
の
歴
史
的
意
義｣

に
お
い
て
氏

は
、｢

親
鸞
を
中
心
的
素
材
に
し
な
が
ら
鎌
倉
仏
教
把
握
の
方
法
が
模
索
さ
れ
た｣

｢

戦
後
の
中
世
思
想
史
研
究

(
６)｣

を
振
り
返
り
な
が
ら
、
例
え
ば
家
永
三
郎
氏
に
論

及
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

｢

思
想
史
の
発
展
が
、
基
礎
構
造
の
制
約
を
受
け
つ
つ
、
思
想
自
体
の
内
的

展
開
を
も
有
つ
と
い
ふ
二
重
の
構
造
を
有
す
る｣

こ
と
を
指
摘
し
て
反
映
論

を
批
判
し
、
親
鸞
の
悪
人
正
機
説
は
基
礎
構
造
の
必
然
的
産
物
な
の
で
は
な

く
、
当
時
の
歴
史
的
条
件
に

｢

親
鸞
の
決
断
と
い
ふ
新
要
素
Ｘ｣

が
加
わ
っ

て
初
め
て
成
立
し
た
、
と
論
じ
た
。
こ
の
視
角
は
今
な
お
新
鮮
さ
を
失
わ
な

い
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
今
後
も
こ
れ
を
継
承
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る

(

７)

が

(

後
略)

膨
大
な
史
料
・
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
な
お
且
つ
自
ら
の
研
究
視
角
に
つ

い
て
も
明
確
な
氏
の
論
考
は
示
唆
に
富
む
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
書
中

｢

専
修
念

仏
の
歴
史
的
意
義｣

の

｢

む
す
び｣

に
お
い
て

｢

親
鸞
論
は
い
つ
か
、
造
悪
無
礙

批
判
に
始
ま
る
彼
の
躓
き
か
ら
語
り
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

８)｣

と
い
い
、
ま
た

同

｢

建
永
の
法
難
に
つ
い
て｣

の

｢

む
す
び｣

に
お
い
て

｢

専
修
念
仏
弾
圧
が
彼

ら
の
抱
懐
す
る
宗
教
思
想
へ
の
弾
圧
で
あ
っ
た

(

９)｣

と
念
仏
弾
圧
の
本
質
を
看
破
し

つ
つ
、｢

親
鸞
も
ま
た
晩
年
、
造
悪
無
礙
を
批
判
し
機
の
深
信
を
放
棄
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
然
法
爾
へ
と
向
か
っ
て
い
る

(

�)｣

と
述
べ
、
晩
年
の
親
鸞
が
念
仏
弾

圧
と
い
う
社
会
条
件
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
回
避
す
べ
く
そ
の
宗
教
的
立
場
を
変
容

さ
せ
、
自
然
法
爾
を
説
く
に
至
っ
た
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
後

刊
行
さ
れ
た

『

親
鸞
と
そ
の
時
代

(

�)』

に
お
い
て

｢

私
は
、
晩
年
の
親
鸞
は
次
第
に

世
界
に
対
す
る
思
想
的
な
見
通
し
を
失
っ
て
い
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す

(

�)｣

と
記
し

て
い
る
。
果
た
し
て
そ
う
か
。
親
鸞
の
信
に
と
っ
て
、
造
悪
無
礙
批
判
は
必
然
で

は
な
い
か
。
親
鸞
に
と
っ
て
機
の
深
信
の
放
棄
は
、
そ
の
信
の
立
場
の
放
棄
に
外

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
親
鸞
が
念
仏
弾
圧
に
つ
い
て

〝

よ
く
あ
る
こ
と
で
あ

り
、
か
え
っ
て
弾
圧
者
の
た
め
に
念
仏
せ
よ〞

と
説
い
て
い
る
こ
と
は
ど
の
よ
う

な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
自
然
法
爾
は
、
例
え
ば
釈
尊
が
自
ら
の
覚
り
を

〝

無
我〞

と
し
て
説
き
、
あ
る
場
合
に
は

〝

縁
起〞

と
し
て
説
い
た
、
そ
の
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
の
か
。
本
稿
で
は
、
右
記
の
よ
う
な
筆
者
の
視
角
か
ら
、
加
え
て
、

平
氏
の
晩
年
の
親
鸞
へ
の
疑
義
に
応
答
す
べ
く
、
な
る
べ
く
多
く
の
消
息

(

�)

に
触
れ

な
が
ら
、
ま
ず
、
親
鸞
の
信
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
そ
し
て
、
そ
の
信
と
の
関

係
に
お
い
て
、
氏
の
い
う
親
鸞
の
造
悪
無
礙
批
判
、
機
の
深
信
の
放
棄
、
建
長
の

念
仏
弾
圧
へ
の
対
応
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
。
そ
の
上
で
自
然
法
爾
成
立
の
背
景
、

お
よ
び
自
然
法
爾
と
い
う
新
た
な
親
鸞
の
信
の

〝

表
現〞

に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

ま
た
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
具
体
的
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
を
通
し
て
浮
き
彫
り

に
な
る
晩
年
の
親
鸞
の
信
の
内
実
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

一

親
鸞
の
信
と
い
わ
ゆ
る｢

造
悪
無
礙｣

、
お
よ
び｢

機
の
深
信｣

に
つ
い
て

親
鸞
は
、
九
歳
で
得
度
し
て
か
ら
二
十
年
間
、
天
台
の
教
え
に
基
づ
き
、
真
実

を
求
め
て
諸
行
・
諸
学
を
修
め
、
常
行
三
昧
堂
の
堂
僧
を
勤
め
た
。

し
ば
し
ば
南
岳
・
天
台
の
玄
風
を
訪
ひ
て
、
ひ
ろ
く
三
観
仏
乗
の
理
を
達
し
、

と
こ
し
な
へ
に
楞
厳
横
川
の
余
流
を
湛
へ
て
、
ふ
か
く
四
教
円
融
の
義
に
あ

三



き
ら
か
な
り

(

�)

。

殿
の
比
叡
の
山
に
堂
僧
つ
と
め
て
お
は
し
ま
し
け(

�)る

覚
如
の

『

御
伝
鈔』

、
恵
信
尼
の

『

恵
信
尼
消
息』

は
、
比
叡
山
で
の
親
鸞
の
様

子
を
伝
え
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、『

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類』

化
身
土
文(

�)類
の

い
わ
ゆ
る

｢
三
願
転
入｣

の
文
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
を
も
つ
て
愚
禿
釈
の
鸞
、(

中
略)

久
し
く
万
行
諸
善
の
仮
門
を
出
で

て
、
永
く
双
樹
林
下
の
往
生
を
離
る
。
善
本
徳
本
の
真
門
に
回
入
し
て
、
ひ

と
へ
に
難
思
往
生
の
心
を
発
し
き
。
し
か
る
に
い
ま
こ
と
に
方
便
の
真
門
を

出
で
て
、
選
択
の
願
海
に
転
入
せ
り
。
す
み
や
か
に
難
思
往
生
の
心
を
離
れ

て
、
難
思
議
往
生
を
遂
げ
ん
と
欲
す
。

す
な
わ
ち
親
鸞
は
、｢

修
諸
功
徳

(

�)｣

と
い
う
十
九
願
世
界
に
よ
っ
て
覚
り
を
目
指

す
立
場
か
ら
、
や
が
て

｢

自
利
の
一
心
を
励
ま

(

�)｣
す
二
十
願
世
界
へ
移
行
し
た
。

そ
し
て

｢

建
仁
辛
酉
の
暦｣

(

親
鸞
二
十
九
歳)

、
法
然
に
導
か
れ
て

｢

雑
行
を
棄

て
て
本
願
に
帰

(

�)｣

し
、
十
八
願
世
界
で
あ
る

｢

選
択
の
願
海
に
転
入｣

し
た
。
で

は
、
法
然
は
親
鸞
が
帰
し
た
本
願
の
世
界
を
ど
の
よ
う
に
説
い
て
い
た
か
。

念
仏
は
易
き
が
ゆ
ゑ
に
一
切
に
通
ず
。
諸
行
は
難
き
が
ゆ
ゑ
に
諸
機
に
通
ぜ

ず
。
し
か
れ
ば
す
な
は
ち
一
切
衆
生
を
し
て
平
等
に
往
生
せ
し
め
ん
が
た
め

に
、
難
を
捨
て
易
を
取
り
て
、
本
願
と
な
し
た
ま
へ
る
か
。
も
し
そ
れ
造
像

起
塔
を
も
つ
て
本
願
と
な
さ
ば
、
貧
窮
困
乏
の
類
は
さ
だ
め
て
往
生
の
望
み

を
絶
た
ん
。
し
か
も
富
貴
の
も
の
は
少
な
く
、
貧
賤
の
も
の
は
は
な
は
だ
多

し
。
も
し
智
慧
高
才
を
も
つ
て
本
願
と
な
さ
ば
、
愚
鈍
下
智
の
も
の
は
さ
だ

め
て
往
生
の
望
み
を
絶
た
ん
。
し
か
も
智
慧
の
も
の
は
少
な
く
、
愚
痴
の
も

の
は
は
な
は
だ
多
し
。
も
し
多
聞
多
見
を
も
つ
て
本
願
と
な
さ
ば
、
少
聞
少

見
の
輩
は
さ
だ
め
て
往
生
の
望
み
を
絶
た
ん
。
し
か
も
多
聞
の
も
の
は
少
な

く
、
少
聞
の
も
の
は
は
な
は
だ
多
し
。
も
し
持
戒
持
律
を
も
つ
て
本
願
と
な

さ
ば
、
破
戒
無
戒
の
人
は
さ
だ
め
て
往
生
の
望
み
を
絶
た
ん
。
し
か
も
持
戒

の
も
の
は
少
な
く
、
破
戒
の
も
の
は
は
な
は
だ
多
し
。
自
余
の
諸
行
こ
れ
に

准
じ
て
知
る
べ
し
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
上
の
諸
行
等
を
も
つ
て
本
願
と
な

さ
ば
、
往
生
を
得
る
も
の
は
少
な
く
、
往
生
せ
ざ
る
も
の
は
多
か
ら
ん
。
し

か
れ
ば
す
な
は
ち
弥
陀
如
来
、
法
蔵
比
丘
の
昔
平
等
の
慈
悲
に
催
さ
れ
て
、

あ
ま
ね
く
一
切
を
摂
せ
ん
が
た
め
に
、
造
像
起
塔
等
の
諸
行
を
も
つ
て
往
生

の
本
願
と
な
し
た
ま
は
ず
。
た
だ
称
名
念
仏
一
行
を
も
つ
て
そ
の
本
願
と
な

し
た
ま
へ
り

(

�)

。

法
然
は
こ
こ
で
、
そ
れ
ま
で
往
生
の
条
件
の
ご
と
く
考
え
ら
れ
て
い
た
諸
価
値
を

無
化
し
、｢

本
願
念
仏｣

よ
っ
て
、
す
べ
て
の
も
の
が
平
等
に
往
生
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
す
る
。
で
は
、
如
何
に
し
て
そ
の
よ
う
な
世
界
へ
の
転
入
は
可
能
で
あ
っ

た
か
、
親
鸞
よ
っ
て
見
て
み
よ
う
。

そ
れ
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
す
な
は
ち

『

大
無
量
寿
経』

こ
れ
な
り
。(

中

略)

如
来
の
本
願
を
説
き
て
経
の
宗
致
と
す
、
す
な
は
ち
仏
の
名
号
を
も
つ

て
経
の
体
と
す
る
な
り

(

�)

。

親
鸞
は

『

大
無
量
寿
経』

に
説
か
れ
る
本
願
と
そ
の
成
就
、
そ
れ
に
基
づ
く
名
号

に
真
実
を
見
出
し
た
。
そ
し
て
そ
の
成
就
文
を
、
次
の
よ
う
に
読
ん
だ

(

	)

。

本
願
成
就
の
文
、『

経』
(

大
経
・
下)

に
の
た
ま
は
く
、｢

あ
ら
ゆ
る
衆
生
、

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

せ
し
め
た
ま
へ
り
。
か
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ぜ
ば
、
す
な
は
ち
往
生
を
得
、

不
退
転
に
住
せ
ん
。
た
だ
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を
ば
除
く｣

と
。
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親
鸞
は
、
通
常

｢

至
心
に
回
向
し
て｣

と
読
む
と
こ
ろ
を

｢

至
心
に
回
向
せ
し
め

た
め
へ
り｣

と
読
み
替
え
る
。
す
な
わ
ち

｢

名
号｣

も

｢

信
心｣

も

｢

一
念｣

も

如
来
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
気
付
い
た
の
で
あ
る
。

｢

信
心｣

と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
本
願
力
回
向
の
信
心
な
り

(


)

。

他
力
と
い
ふ
は
如
来
の
本
願
力
な
り

(

�)

。

信
は
、
真
実
の
側
か
ら
の
は
た
ら
き

(

＝
他
力
・
本
願
力)

に
よ
っ
て
与
え
ら
る

も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
も
の
に
平
等
に
届
く
。

お
ほ
よ
そ
大
信
海
を
案
ず
れ
ば
、
貴
賤
緇
素
を
簡
ば
ず
、
男
女
老
少
を
い
は

ず
、
造
罪
の
多
少
を
問
は
ず
、
修
行
の
久
近
を
論
ぜ
ず
、
行
に
あ
ら
ず
善
に

あ
ら
ず
、
頓
に
あ
ら
ず
漸
に
あ
ら
ず
、
定
に
あ
ら
ず
散
に
あ
ら
ず
、
正
観
に

あ
ら
ず
邪
観
に
あ
ら
ず
、
有
念
に
あ
ら
ず
無
念
に
あ
ら
ず
、
尋
常
に
あ
ら
ず

臨
終
に
あ
ら
ず
、
多
念
に
あ
ら
ず
一
念
に
あ
ら
ず
、
た
だ
こ
れ
不
可
思
議
不

可
称
不
可
説
の
信
楽
な
り
。
た
と
へ
ば
阿
伽
陀
薬
の
よ
く
一
切
の
毒
を
滅
す

る
が
ご
と
し
。
如
来
誓
願
の
薬
は
よ
く
智
愚
の
毒
を
滅
す
る
な
り

(

�)

。

如
来
の
は
た
ら
き
は
、
貴
い
と
さ
れ
る
者
も
、
賤
し
い
と
さ
れ
る
者
も
、
僧
侶
も
、

俗
人
も
、
男
も
、
女
も
、
老
い
も
、
若
い
も
、
従
っ
て
、
悪
人
で
あ
っ
て
も
、
と
、

こ
ち
ら
側
の
条
件
を
一
切
問
わ
な
い
。

同
朋
・
唯
円
が

｢

耳
の
底
に
留
む
る
と
こ
ろ

(

)｣

に
よ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
、
常

日
頃
親
鸞
が
同
朋
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
て
い
た
言
葉
に
よ
っ
て
編
ん
だ

『

歎
異

抄』

に
は
次
の
よ
う
な
言
葉
が
残
さ
れ
て
い
る
。

弥
陀
の
本
願
に
は
、
老
少
・
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
、
た
だ
信
心
を
要

と
す
と
し
る
べ
し
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
罪
悪
深
重
・
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す

け
ん
が
た
め
の
願
に
ま
し
ま
す
。
し
か
れ
ば
、
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
、
他
の

善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
ゑ
に
。
悪
を
も
お
そ
る

べ
か
ら
ず
、
弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
ゆ
ゑ
に
と

(

�)

。

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

中
略)

煩
悩
具

足
の
わ
れ
ら
は
、
い
づ
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら

ざ
る
を
、
あ
は
れ
み
た
ま
ひ
て
願
を
お
こ
し
た
ま
ふ
本
意
、
悪
人
成
仏
の
た

め
な
れ
ば
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、
も
つ
と
も
往
生
の
正
因
な

り
。
よ
つ
て
善
人
だ
に
こ
そ
往
生
す
れ
、
ま
し
て
悪
人
は
と
、
仰
せ
候
ひ
き

(

�)

。

善
悪
の
ふ
た
つ
、
総
じ
て
も
つ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
如
来

の
御
こ
こ
ろ
に
善
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
ほ
し
た
ら
ば
こ
そ
、
善

き
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
、
如
来
の
悪
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り

と
ほ
し
た
ら
ば
こ
そ
、
悪
し
さ
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
ど
、
煩
悩
具
足

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

た
は
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お

は
し
ま
す

(

�)

。

如
来
の
本
願
力
は
わ
れ
わ
れ
の
善
悪
の
彼
岸
に
立
つ
真
実
で
あ
る
。
し
か
も
そ

の
真
実
は
、
彼
岸
か
ら
、
す
べ
て
の
も
の
に
は
た
ら
き
続
け
て
い
る
。
そ
の
は
た

ら
き
は
、
わ
れ
わ
れ
の
悪
ご
と
き
で
は
、
決
し
て
遮
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
親
鸞

は
消
息
に
い
う
。

第
十
八
の
本
願
成
就
の
ゆ
ゑ
に
阿
弥
陀
如
来
と
な
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
不
可
思

議
の
利
益
き
は
ま
り
ま
し
ま
さ
ぬ
御
か
た
ち
を
、
天
親
菩
薩
は
尽
十
方
無
礙

光
如
来
と
あ
ら
は
し
た
ま
へ
り
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
、
よ
き
あ
し
き
人
を
き
ら
は

ず
、
煩
悩
の
こ
こ
ろ
を
え
ら
ば
ず
、
へ
だ
て
ず
し
て
、
往
生
は
か
な
ら
ず
す

る
な
り
と
し
る
べ
し
と
な
り

(

�)

。

五



よ
ろ
づ
の
も
の
の
あ
さ
ま
し
き
わ
る
き
こ
と
に
は
さ
は
り
な
く
、
た
す
け
さ

せ
た
ま
は
ん
料
に
、
無
礙
光
仏
と
申(

�)す

阿
弥
陀
如
来
の
は
た
ら
き
は

｢

十
方
有
情
の
悪
業
煩
悩
の
こ
こ
ろ
に
さ
へ
ら
れ
ず

へ
だ
て
な
き｣

も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に

｢

無
礙
光
仏
と
申
す

(

�)｣

。
だ
か
ら
、
最
晩

年
、
お
そ
ら
く
八
十
八
歳
の
時
に
認
め
た
消
息
に
お
い
て
も
、｢

詮
ず
る
と
こ
ろ

は
、
無
礙
光
仏
と
申
し
ま
ゐ
ら
せ
候
ふ
こ
と
を
本
と
せ
さ
せ
た
ま
ふ

(

�)｣

と
い
う
の

で
あ
る
。

ど
ん
な
に
罪
深
く
、
煩
悩
に
ま
み
れ
た
、
悪
し
き
者
で
あ
っ
て
も
、
他
力
の
信

に
よ
っ
て
必
ず
救
い
と
げ
ら
れ
る
、
こ
れ
が
阿
弥
陀
如
来
の
教
え
で
あ
っ
た
。

比
叡
山
に
お
い
て
二
十
年
間
、
親
鸞
は
自
己
の
煩
悩
・
悪
を
消
し
去
ろ
う
と
努

め
、
真
実
を
求
め
続
け
た
。
し
か
し
、
既
に
真
実
は
本
願
力
に
よ
っ
て
名
号
・
信

心
と
な
っ
て
如
来
の
側
よ
り
、
す
べ
て
の
も
の
に
平
等
に
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
法
然
の
も
と
で
、
親
鸞
は
そ
の
こ
と
に
気
付
い
た
。
そ
し
て
同
時
に
、
こ

れ
ま
で
そ
の
こ
と
へ
の
目
覚
め
を
妨
げ
て
き
た
も
の
が

｢
自
力｣

で
あ
り
、｢

は

か
ら
い｣

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

横
超
と
は
、
本
願
を
憶
念
し
て
自
力
の
心
を
離
る
、
こ
れ
を
横
超
他
力
と
名

づ
く
る
な
り

(

�)

。

｢

回
心｣

と
い
ふ
は
自
力
の
心
を
ひ
る
が
へ
し
、
す
つ
る
を
い
ふ
な
り

(

�)
。

お
ほ
よ
そ
大
小
聖
人
・
一
切
善
人
、
本
願
の
嘉
号
を
も
つ
て
お
の
れ
が
善
根

と
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
信
を
生
ず
る
こ
と
あ
た
は
ず
、仏
智
を
了
ら
ず

(

�)

。

こ
の
よ
う
な
信
の
立
場
は
、
親
鸞
晩
年
の
消
息
に
お
い
て
も
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

他
力
と
申
す
は
行
者
の
は
か
ら
ひ
の
ち
り
ば
か
り
も
い
ら
ぬ
な
り
。
か
る
が

ゆ
ゑ
に
義
な
き
を
義
と
す
と
申
す
な
り

(

�)

。

た
だ
誓
願
を
不
思
議
と
信
じ
、
ま
た
名
号
を
不
思
議
と
一
念
信
じ
と
な
へ
つ

る
う
へ
は
、
な
ん
で
ふ
わ
が
は
か
ら
ひ
を
い
た
す
べ
き
。
き
き
わ
け
、
し
り

わ
く
る
な
ど
、
わ
づ
ら
は
し
く
は
仰
せ
ら
れ
候
ふ
や
ら
ん
。
こ
れ
み
な
ひ
が

ご
と
に
て
候
ふ
な
り

(

�)

。

｢

自
力
の
心｣

・｢

わ
が
は
か
ら
い｣

を
ひ
る
が
え
し
て
目
覚
め
た
、
不
可
思
議
な

如
来
の
本
願
力
の
は
た
ら
き
、
他
力
に
よ
っ
て
一
切
の
も
の
に
等
し
く
与
え
ら
れ

て
い
る
信
、
親
鸞
は
そ
こ
に
立
つ
。

そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
与
え
ら
れ
た
信
に
随
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
新
た
な
歩
み

が
生
ま
れ
て
い
く
。

金
剛
の
真
心
を
獲
得
す
れ
ば
、
横
に
五
趣
八
難
の
道
を
超
え
、
か
な
ら
ず
現

生
に
十
種
の
益
を
獲
。
な
に
も
の
か
十
と
す
る
。
一
つ
に
は

(

中
略)

九
つ

に
は
常
行
大
悲
の
益
、
十
に
は
正
定
聚
に
入
る
益
な
り

(

	)

。

与
え
ら
れ
た
信
は
、
そ
の
信
に
基
づ
く
あ
り
よ
う
を
促
す
。
信
は
如
来
か
ら
与
え

ら
れ
た
心
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
心
を

｢

獲
得｣

す
れ
ば
、
仏
の
如
く
、
常
に
大

悲
を
行
ず
る
と
い
う
利
益
を
得
る
。

真
実
信
心
は
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
。

こ
の
心
す
な
は
ち
こ
れ
無
量
光
明
慧
に
よ
り
て
生
ず
る
が
ゆ
ゑ
に
。
願
海
平

等
な
る
が
ゆ
ゑ
に
発
心
等
し
、
発
心
等
し
き
が
ゆ
ゑ
に
道
等
し
、
道
等
し
き

が
ゆ
ゑ
に
大
慈
悲
等
し
、
大
慈
悲
は
こ
れ
仏
道
の
正
因
な
る
が
ゆ
ゑ
に

(


)

。
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与
え
ら
れ
た
信
心
は
仏
の
真
実
の
心
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
何
も
の
に
も
壊
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
。
真
実
の
心
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
真
実
で
あ
り
た
い
と
願
う
心

を
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
真
実
で
あ
り
た
い
と
願
う
心
は
、
一
切

の
も
の
を
真
実
に
導
こ
う
と
す
る
心
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
真
実
信
心
は
、
仏
道

の
正
因
で
あ
る
大
慈
悲
心
と
し
て
結
ば
れ
る
。

ま
た
深
信
す
る
も
の
、
仰
ぎ
願
は
く
は
一
切
の
行
者
等
、
一
心
に
た
だ
仏
語

を
信
じ
て
身
命
を
顧
み
ず
、
決
定
し
て
行
に
よ
り
て
、
仏
の
捨
て
し
め
た
ま

ふ
を
ば
す
な
は
ち
捨
て
、
仏
の
行
ぜ
し
め
た
ま
ふ
を
ば
す
な
は
ち
行
ず
。
仏

の
去
ら
し
め
た
ま
ふ
処
を
ば
す
な
は
ち
去
つ
。
こ
れ
を
仏
教
に
随
順
し
、
仏

意
に
随
順
す
と
名
づ
く
。
こ
れ
を
仏
願
に
随
順
す
と
名
づ
く
。
こ
れ
を
真
の

仏
弟
子
と
名
づ
く

(

�)

。

す
な
わ
ち
、
仏
の
教
え
に
随
い
、
仏
の
意
を
私
の
も
の
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
、

そ
れ
が
、
信
に
目
覚
め
た
も
の
の
歩
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
信
の
立
場
が
、

｢

悪
は
お
も
ふ
さ
ま
に
ふ
る
ま
ふ
べ
し

(

�)｣

と
い
う
、
い
わ
ゆ
る

｢
造
悪
無
礙｣

の

立
場
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
も
の
が
、

つ
ま
り
如
何
な
る
悪
人
で
あ
っ
て
も
信
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
救

い
が
定
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
如
何
な
る
悪
を
行
っ
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
は
、

全
く
異
質
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

親
鸞
は
消
息
に
お
い
て
も
、｢

造
悪
無
礙｣

よ
っ
て
混
乱
す
る
同
朋
た
ち
へ
向

け
て
、
念
仏
者
の
信
に
基
づ
く
歩
み
に
つ
い
て
、
心
を
砕
い
て
繰
り
返
し
説
き
示

し
て
い
る
。

仏
の
御
名
を
も
き
き
念
仏
を
申
し
て
、
ひ
さ
し
く
な
り
て
お
は
し
ま
さ
ん
ひ

と
び
と
は
、
後
世
の
あ
し
き
こ
と
を
い
と
ふ
し
る
し
、
こ
の
身
の
あ
し
き
こ

と
を
ば
い
と
ひ
す
て
ん
と
お
ぼ
し
め
す
し
る
し
も
候
ふ
べ
し
と
こ
そ
お
ぼ
え

候
へ

(

)

。

も
と
こ
そ
、
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
て
あ
し
き
こ
と
を
も
お
も
ひ
、
あ
し
き
こ
と

を
も
ふ
る
ま
ひ
な
ん
ど
せ
し
か
ど
も
、
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

(

�)

。
と
し
ご
ろ
念
仏
し
て
往
生
ね
が
ふ
し
る
し
に
は
、
も
と
あ
し
か
り
し
わ
が
こ

こ
ろ
を
も
お
も
ひ
か
へ
し
て
、
と
も
同
朋
に
も
ね
ん
ご
ろ
に
こ
こ
ろ
の
お
は

し
ま
し
あ
は
ば
こ
そ
、
世
を
い
と
ふ
し
る
し
に
て
も
候
は
め
と
こ
そ
お
ぼ
え

候
へ

(

�)

。

凡
夫
な
れ
ば
と
て
、
な
に
ご
と
も
お
も
ふ
さ
ま
な
ら
ば
、
ぬ
す
み
を
も
し
、

人
を
も
こ
ろ
し
な
ん
ど
す
べ
き
か
は
。
も
と
ぬ
す
み
ご
こ
ろ
あ
ら
ん
人
も
、

極
楽
を
ね
が
ひ
、
念
仏
を
申
す
ほ
ど
の
こ
と
に
な
り
な
ば
、
も
と
ひ
が
う
た

る
こ
こ
ろ
を
も
お
も
ひ
な
ほ
し
て
こ
そ
あ
る
べ
き
に
、
そ
の
し
る
し
も
な
か

ら
ん
ひ
と
び
と
に
、
悪
く
る
し
か
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
、
ゆ
め
ゆ
め
あ
る
べ
か

ら
ず
候
ふ

(

�)

。

こ
の
世
の
わ
ろ
き
を
も
す
て
、
あ
さ
ま
し
き
こ
と
を
も
せ
ざ
ら
ん
こ
そ
、
世

を
い
と
ひ
、
念
仏
申
す
こ
と
に
て
は
候
へ
。
と
し
ご
ろ
念
仏
す
る
ひ
と
な
ん

ど
の
、
ひ
と
の
た
め
に
あ
し
き
こ
と
を
し
、
ま
た
い
ひ
も
せ
ば
、
世
を
い
と

ふ
し
る
し
も
な
し

(

�)

。

幾
度
も
語
ら
れ
る

｢

し
る
し｣

。
親
鸞
は

〝

悪〞

か
ら
の
転
換
を
、
信
の

｢

し
る

し｣

と
し
て
求
め
る
。
す
な
わ
ち

｢

造
悪
無
礙｣

へ
の
批
判
は
親
鸞
の
信
そ
の
も

の
と
不
可
分
な
も
の
と
し
て
あ
っ
た
。
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明
法
房
な
ど
の
往
生
し
て
お
は
し
ま
す
も
、
も
と
は
不
可
思
議
の
ひ
が
ご
と

を
お
も
ひ
な
ん
ど
し
た
る
こ
こ
ろ
を
も
ひ
る
が
へ
し
な
ん
ど
し
て
こ
そ
候
ひ

し(

�)か
｢

造
悪
無
礙｣

を
問
題
に
す
る
消
息
の
中
に
は
、
た
び
た
び
明
法
房
の
往
生
の
こ

と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
も
と
山
伏
弁
円
と
し
て
親
鸞
を
害
そ
う
と
ま
で
し

た
と
い
う
明
法
房
は
、
信
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
悪
を
転
換
し
、
新
た
な
生
き
方
を

獲
得
し
た
。

明
法
御
房
の
往
生
の
こ
と
を
き
き
な
が
ら
、
あ
と
を
お
ろ
か
に
せ
ん
ひ
と
び

と
は
、
そ
の
同
朋
に
あ
ら
ず
候
ふ
べ(

�)し

混
乱
す
る
同
朋
た
ち
へ
、
信
を
体
現
し
て
悪
を
ひ
る
が
え
し
た
明
法
房
を
も
っ
て
、

信
の

｢

し
る
し｣

を
示
し
、｢

造
悪
無
礙｣
の
誤
り
を
糺
そ
う
と
し
た
親
鸞
の
意

図
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
ま
た
、
そ
の

｢

し
る
し｣

は
、
仏
か
ら
与
え
ら
れ
た
信
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
仏
の
恩
に
報
い
る
道
で
も
あ
っ
た
。

わ
が
身
の
往
生
一
定
と
お
ぼ
し
め
さ
ん
ひ
と
は
、
仏
の
御
恩
を
お
ぼ
し
め
さ

ん
に
、
御
報
恩
の
た
め
に
、
御
念
仏
こ
こ
ろ
に
い
れ
て
申
し
て
、
世
の
な
か

安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
と
お
ぼ
し
め
す
べ
し
と
ぞ
、
お
ぼ
え
候
ふ

(
�)

。

た
だ
ひ
が
う
た
る
世
の
ひ
と
び
と
を
い
の
り
、
弥
陀
の
御
ち
か
ひ
に
い
れ
と

お
ぼ
し
め
し
あ
は
ば
、
仏
の
御
恩
を
報
じ
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ふ
に
な
り
候
ふ
べ

し

(

�)

。

し
か
し
、
与
え
ら
れ
た
信
、
す
な
わ
ち
仏
心
・
真
実
心
・
大
慈
悲
心
に
基
づ
い
て

生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
底
知
れ
な
い
懊
悩
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
信

に
相
応
し
く
生
き
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
信
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
生
き

得
な
い
自
己
が
は
っ
き
り
と
映
し
出
さ
れ
る
。
そ
こ
に
、
生
涯
絶
え
る
こ
と
の
な

い
親
鸞
の

｢

悲
嘆
述
懐｣

が
あ
っ
た
。

浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も
／
真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し
／
虚
仮
不
実
の
わ
が

身
に
て
／
清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な(

�)し

『

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類』

で
は
、
次
の
よ
う
に
吐
露
し
て
い
る
。

ま
こ
と
に
知
ん
ぬ
、
悲
し
き
か
な
愚
禿
鸞
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
、
名
利

の
太
山
に
迷
惑
し
て
、
定
聚
の
数
に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
真
証
の
証
に
近

づ
く
こ
と
を
快
し
ま
ざ
る
こ
と
を
、
恥
づ
べ
し
傷
む
べ
し
と

(

�)

。

ま
た
、
善
導
の
言
葉
、｢

外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
じ
、
内
に
虚
仮
を
懐
く
こ
と

を
得
ざ
れ｣

を
次
の
よ
う
に
読
み
替
え
て
い
う
。

外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
ず
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
内
に
虚
仮
を
懐
い
て
、
貪

瞋
・
邪
偽
・
奸
詐
百
端
に
し
て
悪
性
侵
め
が
た
し
、
事
、
蛇
蝎
に
同
じ
。
三

業
を
起
す
と
い
へ
ど
も
、
名
づ
け
て
雑
毒
の
善
と
す
、
ま
た
虚
仮
の
行
と
名

づ
く
、
真
実
の
業
と
名
づ
け
ざ
る
な
り

(

�)

。

こ
う
し
た
親
鸞
の
透
徹
し
た
自
己
の
非
真
実
性
の
認
識
も
ま
た
、
信
ゆ
え
の
も
の

で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
の
悲
嘆
・
愚
者
の
自
覚
は
、
晩
年
ま
で
止
む
こ
と
が
な
か
っ

た
。
そ
の
思
い
は
、
八
十
三
歳
の

『

愚
禿
鈔』

、
そ
の
成
立
が
八
十
五
歳
以
降
と

み
ら
れ
る

『

正
像
末
和
讃』

の
最
後
の
一
首
、
八
十
八
歳
の

『

消
息』

に
、
次
の

よ
う
に
刻
ま
れ
て
い
る
。

賢
者
の
信
を
聞
き
て
、
愚
禿
が
心
を
顕
す
。
賢
者
の
信
は
、
内
は
賢
に
し
て

外
は
愚
な
り
。
愚
禿
が
心
は
、
内
は
愚
に
し
て
外
は
賢
な
り

(

�)

。

是
非
し
ら
ず
邪
正
も
わ
か
ぬ
／
こ
の
み
な
り
／
小
慈
小
悲
も
な
け
れ
ど
も
／

名
利
に
人
師
を
こ
の
む
な(

	)り
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故
法
然
聖
人
は
、｢

浄
土
宗
の
人
は
愚
者
に
な
り
て
往
生
す｣

と
候
ひ
し
こ

と
を
、
た
し
か
に
う
け
た
ま
は
り
候
ひ(


)し

与
え
ら
れ
る
信
の
真
実
性
と
、
そ
の
信
に
促
さ
れ
て
生
き
よ
う
と
し
、
そ
の
ご

と
く
生
き
得
な
い
自
己
、
両
者
の
乖
離
に
こ
そ
親
鸞
の
罪
悪
・
煩
悩
の
自
覚
が
あ
っ

た
。
み
ご
と
に
表
裏
を
な
す
次
の
二
首
の
和
讃
は
、
そ
の
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
。

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

小
慈
小
悲
も
な
き
身
に
て
／
有
情
利
益
は
お
も
ふ
ま
じ
／
如
来
の
願
船
い
ま

さ
ず
は
／
苦
海
を
い
か
で
か
わ
た
る
べ(

�)き

そ
し
て
、
法
の
深
信
・
機
の
深
信
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

〈
深
心
〉
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
深
信
の
心
な
り
。
ま
た
二
種
あ
り
。

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

よ
り
こ
の
か
た
つ
ね
に
没
し
、
つ
ね
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な

し
と
信
ず
。
二
つ
に
は
、
決
定
し
て
深
く
、
か
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
は

衆
生
を
摂
受
し
て
、
疑
な
く
慮
り
な
く
、
か
の
願
力
に
乗
じ
て
、
さ
だ
め
て

往
生
を
得
と
信
ず

(

)

。

機
の
罪
悪
と
法
の
真
実
。
自
己
の
罪
悪
性
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
法
の
真

実
を
求
め
、
法
の
真
実
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
自
己
の
罪
悪
性
が
露
わ
と

な
る
。
つ
ま
り
、｢

機
の
深
信｣

を

｢

放
棄｣

す
れ
ば
、｢

法
の
深
信
の
放
棄｣

、

あ
る
い
は
観
念
の
中
で
自
己
完
結
す
る
歴
史
・
社
会
か
ら
遊
離
し
た
教
条
が
齎
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
親
鸞
の
宗
教
的
地
平
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
、

見
た
と
お
り
で
あ
る
。

お
わ
り
に
か
え
て

本
稿
で
は
、
筆
者
の
怠
惰
ゆ
え
に
、
す
べ
て
を
論
じ
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
残
さ
れ
た
、
親
鸞
は
、
そ
の
信
か
ら
建
長
の
念
仏
弾
圧
を
ど
の
よ
う
に
捉
え

た
の
か
と
い
う
こ
と
、
自
然
法
爾
成
立
の
背
景
、
お
よ
び
自
然
法
爾
と
そ
れ
ま
で

の
親
鸞
の
信
と
の
関
係
の
考
察
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

｢

造
悪
無
礙｣

批
判
は
親
鸞
の
信
の
必
然
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
、
最
晩
年
ま
で
、

機
の
深
信
は
放
棄
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
ほ
ど
は
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
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頁

(

５)

塙
書
房
刊

(

６)
『

日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教』

三
頁

(

７)
『

前
掲
書』

二
一
八
頁

(

８)
『

前
掲
書』

二
五
五
頁
。
藤
村
研
之
氏
は
、
平
氏
の
主
張
に
つ
い
て
も
考
察
し
た

｢

真
宗
に
お
け
る

｢

す
く
い｣

そ
の
現
実
的
意
味
に
つ
い
て

｣
(『

日
本

思
想
史
に
お
け
る
国
家
と
宗
教

上
巻』

福
嶋
寛
隆
編
所
収)

に
お
い
て
、｢

造

悪
無
礙｣

は
の
ち
の
宗
学
用
語
な
の
で
あ
り
、
親
鸞
の
言
葉
の
な
か
に
そ
れ
に

あ
た
る
語
句
を
求
め
る
な
ら
ば
、｢

放
逸
無
慚
の
も
の
ど
も｣

が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
普
通
一
般
に
親
鸞
の

｢

造
悪
無
礙｣

批
判
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
も

の
は

｢

放
逸
無
慚｣

批
判
な
の
で
あ
る
。
親
鸞
が
批
判
し
た
の
は
、
積
極
的
に

悪
を
犯
す
行
為
で
あ
り
、
思
い
の
ま
ま
に
悪
を
造
っ
て
恥
じ
る
こ
と
の
な
い
あ

九



り
よ
う
な
の
で
あ
る
。｣

と
指
摘
す
る
。

(
９)

『

前
掲
書』

三
一
六
頁

(
�)

『

前
掲
書』

三
一
八
頁

(

�)
法
蔵
館
刊

(

�)
『

親
鸞
と
そ
の
時
代』

二
一
三
頁

(

�)

親
鸞
の
消
息
を
編
纂
し
た
も
の
と
し
て
は
、『

親
鸞
聖
人
御
消
息
集』

(

広
本
・

略
本)

、『
末
燈
鈔』

、『

親
鸞
聖
人
血
脈
文
集』

、『

御
消
息
集』

(

善
性
本)

、『

親

鸞
聖
人
御
消
息』

(
浄
光
寺
本)

、『

五
巻
書』

、『

御
書』

、『

元
祖
宗
祖
御
消
息』

な
ど
が
あ
り
、
ま
た
い
ず
れ
に
も
収
載
さ
れ
て
い
な
い
真
蹟
消
息
や
古
写
の
消

息
も
あ
る
。
こ
れ
ら
を
整
理
し
た
も
の
が
、
本
稿
の
依
る

『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

の

｢
親
鸞
聖
人
御
消
息｣

で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
全
消
息

を
四
十
三
通
に
纏
め
、｢

年
代
の
確
定
で
き
る
も
の
お
よ
び
年
代
の
推
定
が
確
実

視
さ
れ
る
も
の
を
年
代
順
に
、
次
い
で
年
代
の
推
定
に
疑
問
が
残
る
も
の
お
よ

び
年
代
が
不
明
の
も
の
を
月
日
順
に
配
列
す
る
編
綴
方
法｣

を
と
っ
て
い
る
。

消
息
に
つ
い
て
そ
の
年
次
順
を
推
測
し
た
も
の
と
し
て
は
、
多
屋
頼
俊
氏
の

『

親
鸞
書
簡
の
研
究』

、
二
葉
憲
香
氏
・
福
嶋
寛
隆
氏
・
松
尾
博
仁
氏
の

『

歴
史

の
な
か
の
親
鸞』

、
細
川
行
信
氏
・
村
上
宗
博
氏
・
足
立
幸
子
氏
の

『

親
鸞
書
簡

集』

、
大
谷
派
教
学
研
究
所
編

『

親
鸞
聖
人
行
実』

等
が
あ
る
が
、
そ
の
検
討
に

つ
い
て
は
、
別
稿
を
期
し
た
い
。

(

�)
『

御
伝
鈔』

第
一
段

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

一
〇
四
三
頁)

(

�)
『

恵
信
尼
消
息』

第
一
通

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

八
一
四
頁)

(

�)
『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

四
一
三
頁

(

�)
『

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類』

化
身
土
文
類

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第

二
版』

三
七
五
頁)

(

	)
『

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類』

化
身
土
文
類

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第

二
版』

三
八
九
頁)

(


)
『

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類』

化
身
土
文
類

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第

二
版』

三
八
三
頁)

(

�)
『

選
択
本
願
念
仏
集』
(
『

浄
土
真
宗
聖
典
七
祖
篇

(

註
釈
版)』

一
二
〇
九
頁)

(

�)
『

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類』

教
文
類

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

一
三
五
頁)

(

)
『

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類』

信
文
類

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

二
一
二
頁)

(

�)
『

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類』

信
文
類

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

二
五
一
頁)

(

�)
『

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類』

行
文
類

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

一
九
〇
頁)

(

�)
『

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類』

信
文
類

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

二
四
五
頁)

(

�)
『

歎
異
抄』

序

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

八
三
一
頁)

(

�)

第
一
条

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

八
三
一
頁)

(

�)

第
三
条

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

八
三
三
頁)

(

�)

後
序

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

八
五
三
頁)

(

�)
『

親
鸞
聖
人
御
消
息』

第
六
通

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

七
四

七
頁)

(

�)
『

親
鸞
聖
人
御
消
息』

第
三
一
通

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

七

九
四
頁)

(

�)
『

弥
陀
如
来
名
号
徳』

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

七
三
〇
頁)

(

�)
『

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類』

化
身
土
文
類

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第

二
版』

三
九
五
頁)

(

�)
『

唯
信
鈔
文
意』

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

七
〇
七
頁)

(

�)
『

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類』

化
身
土
文
類

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第

二
版』

四
一
二
頁)

(

�)
『

親
鸞
聖
人
御
消
息』

第
三
一
通

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

七

九
三
頁)

(

�)
『

親
鸞
聖
人
御
消
息』

第
三
四
通

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

七

一
〇



九
八
頁)

(

�)
『

親
鸞
聖
人
御
消
息』

第
二
三
通

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

七

八
一
頁)

(

�)
『

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類』

信
文
類

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

二
五
一
頁)

(

�)
『

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類』

信
文
類

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

二
五
二
頁)

(

 )
『

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類』
信
文
類

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

二
一
八
頁)

(

!)
『

親
鸞
聖
人
御
消
息』

第
三
七
通

(『
浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

八

〇
〇
頁)

(

")
『

親
鸞
聖
人
御
消
息』

第
二
通

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

七
三

九
頁)

(

#)
『

親
鸞
聖
人
御
消
息』

第
二
通

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(
註
釈
版)

第
二
版』

七
四

〇
頁)

(

$)
『

親
鸞
聖
人
御
消
息』

第
三
通

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)
第
二
版』

七
四

二
頁)

(

%)
『

親
鸞
聖
人
御
消
息』

第
三
七
通

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)
第
二
版』

八

〇
〇
頁)

(

&)
『

親
鸞
聖
人
御
消
息』

第
三
七
通

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』
八

〇
一
頁)

(

')
『

親
鸞
聖
人
御
消
息』

第
四
通

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

七
四

三
頁)

(

()
『

親
鸞
聖
人
御
消
息』

第
五
通

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

七
四

五
頁)

(

))
『

親
鸞
聖
人
御
消
息』

第
二
五
通

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

七

八
四
頁)

(

*)
『

親
鸞
聖
人
御
消
息』

第
四
三
通

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

八

〇
八
頁)

(

+)
『

正
像
末
和
讃』

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

六
一
七
頁)

(

,)
『

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類』

信
文
類

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

二
六
六
頁)

(

-)
『

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類』

信
文
類

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

二
一
七
頁)

(

.)
『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

五
〇
一
頁

(

/)
『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

六
二
二
頁

(

0)
『

親
鸞
聖
人
御
消
息』

第
一
六
通

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

七

七
一
頁)

(

1)
『

正
像
末
和
讃』

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

六
〇
四
頁)

(

2)
『

正
像
末
和
讃』

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

六
一
七
頁)

(

3)
『

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類』

信
文
類

(『

浄
土
真
宗
聖
典

(

註
釈
版)

第
二
版』

二
一
七
頁)

(

く
り
や
ま

と
し
ゆ
き：

現
代
教
養
学
科

准
教
授)

一
一


