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一

第
二
版
』
の
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
に
よ
る
）
と
い
う
消
息
の
一
文
が
部
分
抽
出

さ
れ
て
、
喧
伝
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
戦
時
期
の
教

団
の
信
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
歴
史
的
・
社
会
的
立
場
が
如
実
に
映
し
出
さ
れ
て
興

味
深
い
の
だ
が
、
敗
戦
後
の
一
連
の
親
鸞
研
究
は
、
そ
う
し
た
教
団
の
親
鸞
理
解

を
検
証
す
る
と
い
う
役
割
を
も
担
っ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
副
産
物
と
し
て
、

例
え
ば
「
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
」

（
二
）

と
い
わ
れ
る
よ
う
な
宗
教
研
究
の
〝
視
座
〟
を
も
明
確
に
し
た
。
す
な
わ

ち
そ
こ
で
は
、
普
遍
的
・
超
越
的
原
理
に
立
脚
す
る
宗
教
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か

に
す
る
に
は
、
そ
の
基
軸
と
な
る
信
が
現
実
の
社
会
的
・
歴
史
的
状
況
の
中
で
如

何
に
立
ち
現
わ
れ
る
の
か
を
究
明
す
る
と
い
う
問
題
意
識
を
欠
い
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
う
し
た
〝
視
座
〟
は
、
そ
の
後
の
親
鸞
理
解
や
親
鸞
研
究
に
、
あ
る
い

は
親
鸞
を
開
祖
と
仰
ぐ
教
団
の
あ
り
よ
う
に
ど
れ
ほ
ど
生
か
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

先
に
引
用
し
た
消
息
の
な
か
の
「
世
の
な
か
安
穏
な
れ
」
は
、
そ
の
消
息
全
体

は
じ
め
に

殊
更
繰
り
返
す
こ
と
で
も
な
い
が
、
教
学
と
は
、
信
と
そ
の
置
か
れ
た
社
会

的
・
歴
史
的
状
況
と
の
不
断
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
紡
ぎ
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
親
鸞
が
具
体
的
状
況
へ
向
け
て
記
し
た
消
息
は
、
そ
の
信
の
社
会

的
・
歴
史
的
立
場
を
表
出
す
る
、
ま
さ
に
親
鸞
の
教
学
的
営
為
そ
の
も
の
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。

十
五
年
戦
争
期
、
国
家
神
道
を
中
核
と
す
る
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
も
と
真
宗

教
団
は
、自
ら
の
総
体（
宗
教
的
・
社
会
的
・
歴
史
的
あ
り
よ
う
）を
そ
れ
に
迎
合
・

従
属
さ
せ
て
、
そ
の
実
質
を
完
全
に
失
う
に
至
っ
た
。
そ
う
し
た
あ
り
よ
う
を
正

当
化
す
る
手
段
と
し
て
、「
わ
が
御
身
の
料
は
お
ぼ
し
め
さ
ず
と
も
、朝
家
の
た
め
、

国
民
の
た
め
に
、
念
仏
を
申
し
あ
は
せ
た
ま
ひ
候
は
ば
、
め
で
た
う
候
べ
し
」

（
一
）（

第

二
五
通
、以
下
通
数
の
み
表
記
す
る
も
の
は
す
べ
て
『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）

消
息
に
み
ら
れ
る
親
鸞
晩
年
の
教
学
的
営
為栗
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二

が
持
つ
意
味
を
再
確
認
す
る
こ
と
さ
え
な
し
に
、
今
回
も
ま
た
、
そ
れ
を
掲
げ

る
に
相
応
し
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
世
相
を
背
景
に
部
分
抽
出
さ
れ
て
、

二
〇
一
一
年
か
ら
翌
二
〇
一
二
年
一
月
ま
で
、
教
団
を
挙
げ
て
取
り
組
ま
れ
た
親

鸞
聖
人
七
五
〇
回
大
遠
忌
法
要
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
っ
た
。

（
三
）同

じ
消
息
の
文
言
が
、

戦
時
に
は
戦
争
遂
行
の
、
ま
た
平
時
に
は
、
平
和
実
現
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
っ
た

の
だ
が
、
そ
こ
に
信
は
ど
の
よ
う
に
拘
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

同
様
に
、
七
五
〇
回
忌
の
「
円
成
」
を
期
し
て
取
り
組
ま
れ
た
〝
宗
門
改
革
〟、

す
な
わ
ち
現
在
の
教
団
の
、
所
謂
〝
本
願
寺
と
宗
門
の
分
離
〟
や
「
御
同
朋
の
社

会
を
目
指
す
運
動
（
実
践
運
動
）」
と
そ
の
〈
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〉
と
い
っ
た

試
み（

四
）の

な
か
に
、如
何
な
る
教
学
的
営
み
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

一
教
団
人
で
あ
る
私
の
不
可
避
の
課
題
で
は
あ
る
の
だ
が
、
本
稿
の
主
題
で
は
無

い
の
で
、こ
こ
で
は
置
く
。
た
だ
、そ
こ
に
お
い
て
中
核
に
据
え
ら
れ
て
い
る
「
災

害
支
援
」
一
つ
を
取
っ
て
み
て
も
、
そ
の
な
か
に
信
に
も
と
づ
く
教
団
独
自
の
取

り
組
み
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
上
述
の
よ
う
な
〝
信
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
社
会
的
・
歴
史
的
あ
り

よ
う
と
の
関
係
の
解
明
〟
と
い
う
関
心
か
ら
筆
者
は
以
前
、「
消
息
に
あ
ら
わ
れ

る
親
鸞
の
信
の
社
会
的
・
歴
史
的
意
義
―
平
雅
行
氏
の
提
言
を
契
機
と
し
て
―
」

（
五
）

に
お
い
て
親
鸞
の
信
の
社
会
的
・
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
、
平
雅
行
氏
の
提
言
を

踏
ま
え
な
が
ら
、
ま
ず
親
鸞
の
信
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
、
い
わ
ゆ
る
「
造
悪
無

礙
」・「
機
の
深
信
」
と
の
関
係
を
考
察
し
た
。
そ
し
て
親
鸞
の
「
造
悪
無
礙
」
批

判
が
信
の
必
然
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
、
晩
年
ま
で
「
機
の
深
信
」
を
放
棄
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
ま
た
、
そ
の
続
編
と
も
い
う
べ
き
「「
自
然
法
爾
」

成
立
の
背
景
」

（
六
）

に
お
い
て
、
親
鸞
晩
年
の
い
わ
ゆ
る
「
自
然
法
爾
」
は
何
故
説
か

れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
教
学
的
背
景
な
ら
び
に
歴
史
的
・
社
会
的
背

景
、
加
え
て
晩
年
の
他
の
著
述
に
触
れ
な
が
ら
解
明
し
、「
自
然
法
爾
」
は
親
鸞

晩
年
の
宗
教
的
立
場
を
示
す
新
た
な
教
学
的
「
表
現
」
で
あ
る
と
結
論
付
け
た
。

ま
た
そ
れ
ら
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
親
鸞
の
信
の
立
場
は
、
教
え
に
対
す

る
様
々
な
誤
解
や
、
念
仏
弾
圧
、
善
鸞
事
件
な
ど
に
起
因
す
る
同
朋
た
ち
の
惑
い

と
い
う
、
晩
年
の
親
鸞
が
置
か
れ
た
状
況
と
の
対
決
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
両
論
考
に
お
い
て
は
、
各
論
考
の
目
的
上
、
そ
の
こ

と
を
断
片
的
に
指
摘
す
る
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で

は
、
晩
年
の
親
鸞
の
教
学
的
営
為
の
全
体
像
を
、
具
体
的
問
題
に
直
面
す
る
こ
と

を
通
し
て
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
っ
た
消
息
を
網
羅
し
な
が
ら
（
消
息
か
ら
の
引
用
に

は
通
数
を
記
し
た
）
詳
述
し
た
い
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
こ
れ
ま
で
一
通
毎
、
あ

る
い
は
同
じ
主
題
を
も
つ
消
息
群
の
解
釈
・
解
説
に
止
ま
る
こ
と
の
多
か
っ
た（
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
続
稿
に
お
い
て
触
れ
た
い
）、
そ
れ
ゆ
え
に
、
先
に
触
れ

た
よ
う
に
部
分
抽
出
さ
れ
て
恣
意
的
に
利
用
さ
れ
て
き
た
親
鸞
消
息
の
、
そ
の
全

体
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
も
な
ろ
う
。

一

六
十
二
歳
の
頃
、
常
陸
、
笠
間
の
稲
田
を
離
れ
て
の
ち
帰
洛
し
て
か
ら
も
、
親

鸞
と
関
東
の
同
朋
た
ち
と
の
緊
密
な
関
係
は
続
い
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
親
鸞
の

も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
四
十
三
通
に
お
よ
ぶ
消
息
や
、精
力
的
に
書
写
さ
れ
、

送
ら
れ
た
述
作
に
明
ら
か
で
あ
る
し
、
ま
た
あ
る
時
に
は
同
朋
た
ち
は
「
十
余
箇

国
の
さ
か
ひ
を
こ
え
て
、
身
命
を
か
へ
り
み
ず
し
て
、
た
づ
ね
き
」

（
七
）

て
、
真
宗
の



三

教
え
に
つ
い
て
問
う
て
い
た
し
、
あ
る
場
合
に
は
親
鸞
た
ち
の
生
活
費
と
も
な
っ

た「
御
こ
こ
ろ
ざ
し
」

（
八
）・「

念
仏
の
す
す
め
の
も
の
」

（
九
）（

第
四
一
通
）を
届
け
て
い
た
。

例
え
ば
、「
い
か
に
し
て
も
ま
か
り
の
ぼ
り
て
、
こ
こ
ろ
し
づ
か
に
、
せ
め
て
は

五
日
、
御
所
に
候
は
ば
や
と
ね
が
ひ
候
ふ
な
り
」
と
親
鸞
を
慕
う
慶
信
の
父
・
覚

信
は
、
上
洛
の
途
中
、「
ひ
と
い
ち
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
病
に
か
か
っ
た
時
、「
死

す
る
ほ
ど
の
こ
と
な
ら
ば
、
帰
る
と
も
死
し
、
と
ど
ま
る
と
も
死
し
候
は
ん
ず
。

ま
た
病
は
や
み
候
は
ば
、
帰
る
と
も
や
み
、
と
ど
ま
る
と
も
や
み
候
は
ん
ず
。
お

な
じ
く
は
、
み
も
と
に
て
こ
そ
を
は
り
候
は
ば
、
を
は
り
候
は
め
と
存
じ
て
ま
ゐ

り
て
候
ふ
な
り
」

（
一
〇
）と

語
っ
た
と
い
う
。
の
ち
に
こ
の
話
を
聞
い
た
親
鸞
の
様
子
に

つ
い
て
、
傍
に
あ
っ
た
蓮
位
は
「
御
涙
を
な
が
さ
せ
た
ま
ひ
て
候
ふ
な
り
」

（
一
一
）（

第

一
三
通
）
と
語
っ
て
い
る
。
信
を
媒
介
と
し
た
親
鸞
と
関
東
の
同
朋
た
ち
と
の
絆

が
如
何
に
深
い
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
周
知
の
よ
う
に
親
鸞
の
消
息
に
は
、
覚
信
（
第
七
通
）、
性
信
（
第

八
・
一
一
・
二
五
・
二
九
・
四
三
通
）、
慈
信
（
第
九
・
二
八
・
三
三
通
）、
真

仏
（
第
一
二
・
四
〇
通
）、
慶
信
（
第
一
三
通
）、
高
田
の
入
道
（
第
一
五
通
）、

乗
信
（
第
一
六
通
）、
真
浄
（
第
一
七
通
）、
慶
西
（
第
一
九
通
）、
浄
信
（
第

二
〇
・
二
四
・
三
二
通
）、
わ
う
ご
ぜ
ん
（
第
二
二
通
）、
教
名
（
第
二
三
通
）、

有
阿
弥
陀
仏
（
第
二
六
通
）、
し
の
ぶ
（
第
三
〇
通
）、
唯
信
（
第
三
一
通
）、
専

信
（
第
三
四
通
）、
い
ま
ご
ぜ
ん
の
は
は
（
第
三
五
通
）、
随
信
（
第
三
九
通
）、

教
忍
（
第
四
一
通
）
と
特
定
の
同
朋
に
向
け
て
差
し
出
さ
れ
た
も
の
と
と
も
に
、

「
こ
の
文
を
も
つ
て
鹿
島
・
行
方
・
南
の
荘
、
い
づ
か
た
も
こ
れ
に
こ
こ
ろ
ざ
し

お
は
し
ま
さ
ん
ひ
と
に
は
、
お
な
じ
御
こ
こ
ろ
に
よ
み
き
か
せ
た
ま
ふ
べ
く
候

ふ
」

（
一
二
）

（
第
二
通
）・「
こ
の
文
は
奥
郡
に
お
は
し
ま
す
同
朋
の
御
中
に
、
み
な
お
な

じ
く
御
覧
候
ふ
べ
し
」

（
一
三
）（

第
三
通
）・「
こ
の
文
を
も
っ
て
、
ひ
と
び
と
に
も
み
せ

ま
ゐ
ら
せ
さ
せ
ま
た
ふ
べ
く
候
ふ
」

（
一
四
）（

第
二
三
通
）
な
ど
と
記
す
も
の
や
、「
念
仏

の
人
々
御
中
へ
」

（
一
五
）（

第
二
七
通
）
宛
て
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
様
々
な
地

方
に
一
定
の
教
団
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。『
親
鸞
聖
人
門
弟

交
名
牒
』
や
〝
二
十
四
輩
〟
を
見
て
も
親
鸞
の
教
え
を
受
け
た
性
信
・
真
仏
・
順

信
ら
が
そ
の
中
心
と
な
っ
て
、そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
特
色
を
有
し
つ
つ

（
一
六
）連

帯
す
る
、

い
わ
ゆ
る
横
曽
根
門
徒
・
高
田
門
徒
・
鹿
島
門
徒
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
同
朋
教
団

を
形
作
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
教
団
に
、
や
が
て
親
鸞
の
教
え
を
様
々
に
誤
解
す
る
同

朋
た
ち
が
現
れ
る
。

消
息
に
よ
れ
ば
、
建
長
三
（
一
二
五
一
）
年
、
親
鸞
七
九
歳
の
頃
よ
り
、
常
陸

国
の
同
朋
た
ち
の
間
に
臨
終
来
迎
・
有
念
無
念
・
自
力
他
力
な
ど
に
関
す
る
諍
論

が
起
こ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
親
鸞
は
後
述
し
て
い
く
よ
う
に
、
簡
潔
か
つ
的
確
に

教
示
し
、
ま
た
法
兄
、
聖
覚
の
『
唯
信
鈔
』・
隆
寛
の
『
自
力
他
力
事
』
な
ど
を

読
む
よ
う
繰
り
返
し
薦
め
て
い
る
。
だ
が
親
鸞
の
思
い
を
よ
そ
に
状
況
は
混
迷
の

度
を
深
め
て
い
く
。
一
念
多
念
に
偏
執
す
る
同
朋
た
ち
の
う
ち
、
一
念
を
主
張
す

る
者
た
ち
の
中
か
ら
、
一
念
に
お
い
て
往
生
が
定
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の

後
は
「
悪
は
お
も
ふ
さ
ま
に
ふ
る
ま
ふ
べ
し
」・「
悪
く
る
し
か
ら
ず
」
と
説
き
、

往
生
に
「
さ
は
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ば
と
て
、
ひ
と
の
た
め
に
も
は
ら
ぐ
ろ
く
、
す
ま

じ
き
こ
と
を
も
し
、
い
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
も
い
」
っ
て

（
一
七
）（

第
三
七
通
）、
同
朋
た

ち
を
惑
わ
せ
る
者

（
一
八
）が

出
、
つ
い
に
は
煩
悩
に
ま
み
れ
た
「
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
て
あ

る
べ
し
と
申
し
あ
う
」

（
一
九
）（

第
二
通
）
人
び
と
が
現
わ
れ
て
し
ま
う
。
い
わ
ゆ
る
〝
造

悪
無
礙
〟
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
張
は
同
朋
た
ち
に
動
揺
を
も
た
ら
す
だ
け
に
止



四

ま
ら
ず
、在
地
権
力
者
た
ち
に
念
仏
弾
圧
の
恰
好
の
口
実
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
に
「
建
長
の
念
仏
弾
圧
」
が
起
こ
る
に
至
る
。
ま
た
、
こ
の
弾
圧
は
、
事
態

を
収
拾
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
親
鸞
の
息
男
・
善
鸞
の
策
謀
が
加
わ
っ
て
、
同

朋
た
ち
を
混
乱
の
極
み
に
陥
れ
る
。
同
朋
た
ち
の
惑
い
は
同
時
に
、
親
鸞
に
と
っ

て
も
苦
悩
の
日
々
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
以
下
に
お
い
て
、
多
く
の
消
息
に
触

れ
な
が
ら
少
し
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

二

先
に
触
れ
た
建
長
三
年
の
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
一
通
、「
有
念
無
念
の

事
」

（
二
〇
）は

、『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
全
四
三
通
中
、
最
も
年
次
の
古
い
消
息
で
あ

る
。

（
二
一
）

同
朋
た
ち
か
ら
投
げ
掛
け
ら
れ
た
〝
自
力
の
正
念
に
よ
っ
て
臨
終
の
時
に

来
迎
に
よ
っ
て
往
生
す
る
〟
と
い
う
こ
と
や
〝
有
念
無
念
〟
に
関
す
る
疑
問
に
、

親
鸞
は
次
の
よ
う
に

（
二
二
）答

え
て
い
る
。

真
実
信
心
の
行
人
は
、
摂
取
不
捨
の
ゆ
ゑ
に
正
定
聚
の
位
に
住
す
。
こ
の
ゆ

ゑ
に
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
、
来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
。
信
心
の
定
ま
る
と
き

往
生
ま
た
定
ま
る
な
り
。
来
迎
の
儀
則
を
ま
た
ず
。（
中
略
）
選
択
本
願
は

有
念
に
あ
ら
ず
、
無
念
に
あ
ら
ず
。（
第
一
通
）

親
鸞
が
関
東
の
地
を
離
れ
た
の
が
六
二
歳
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
点
で
、
一
七
年

の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
。
加
え
て
こ
の
時
期
の
関
東
に
お
け
る
浄
土
宗
鎮
西
義
の

然
阿
良
忠
の
下
総
地
方
の
教
化
や
、
真
言
律
宗
忍
性
の
常
陸
で
の
活
動
な
ど
を
考

え
る
と
、
同
朋
た
ち
が
自
ら
の
宗
教
的
立
場
を
再
確
認
す
べ
く
親
鸞
に
「
来
迎
」・

「
諸
行
往
生
」・「
定
散
の
善
」・「
聖
道
門
」
な
ど
の
諸
宗
の
教
え
と
「
大
乗
の
な

か
の
至
極
」
で
あ
る
「
浄
土
真
宗
」
と
の
位
相
を
尋
ね
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は

な
い
。
そ
れ
は
、
仏
教
の
な
か
で
の
浄
土
真
宗
の
教
え
を
親
鸞
独
自
の
「
教
相
判

釈
」
に
よ
っ
て
纏
め
た
『
愚
禿
鈔
』
を
こ
う
し
た
時
期
（
親
鸞
八
三
歳
）
に
著
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
よ
う
。

ま
た
こ
こ
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
来
迎
臨
終
」、「
有
念
無
念
」
に
つ
い
て

親
鸞
は
、
消
息
第
三
九
通
と
第
四
一
通
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

信
心
ま
こ
と
に
な
ら
せ
た
ま
ひ
て
候
ふ
ひ
と
は
、
誓
願
の
利
益
に
て
候
ふ
う

へ
に
、
摂
取
し
て
捨
て
ず
と
候
へ
ば
、
来
迎
臨
終
を
期
せ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
か

ら
ず
と
こ
そ
お
ぼ
え
候
へ
。

（
二
三
）（

第
三
九
通
）

ま
た
有
念
・
無
念
と
申
す
こ
と
は
、
他
力
の
法
文
に
は
あ
ら
ぬ
こ
と
に
て
候

ふ
。
聖
道
門
に
申
す
こ
と
に
て
候
ふ
な
り
。
み
な
自
力
聖
道
の
法
文
な
り
。

阿
弥
陀
如
来
の
選
択
本
願
念
仏
は
、
有
念
の
義
に
も
あ
ら
ず
、
無
念
の
義
に

も
あ
ら
ず
と
申
し
候
ふ
な
り
。
い
か
な
る
ひ
と
申
し
候
ふ
と
も
、
ゆ
め
ゆ
め

も
ち
ゐ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
か
ら
ず
候
ふ
。
聖
道
に
申
す
こ
と
を
、
あ
し
ざ
ま
に

き
き
な
し
て
、
浄
土
宗
に
申
す
に
て
ぞ
候
ふ
ら
ん
。
さ
ら
さ
ら
ゆ
め
ゆ
め
も

ち
ゐ
さ
せ
た
ま
ふ
ま
じ
く
候
ふ
。（
中
略
）
常
陸
国
中
の
念
仏
者
の
な
か
に
、

有
念
・
無
念
の
念
仏
沙
汰
の
き
こ
え
候
ふ
は
、
ひ
が
ご
と
に
候
ふ
と
申
し
候

ひ
に
き
。
た
だ
詮
ず
る
と
こ
ろ
は
、
他
力
の
や
う
は
、
行
者
の
は
か
ら
ひ
に

て
は
あ
ら
ず
候
へ
ば
、
有
念
に
あ
ら
ず
、
無
念
に
あ
ら
ず
と
申
す
こ
と
を
、

あ
し
う
き
き
な
し
て
、
有
念
・
無
念
な
ん
ど
申
し
候
ひ
け
る
と
お
ぼ
え
候
ふ
。

弥
陀
の
選
択
本
願
は
、
行
者
の
は
か
ら
ひ
の
候
は
ね
ば
こ
そ
、
ひ
と
へ
に
他

力
と
は
申
す
こ
と
に
て
候
へ
。

（
二
四
）（

第
四
一
通
）

第
四
一
通
引
用
文
中
、〝
常
陸
の
念
仏
者
の
「
有
念
・
無
念
の
念
仏
沙
汰
」
が
誤



五

り
で
あ
る
と
既
に
言
っ
た
〟
と
い
う
部
分
は
、
お
そ
ら
く
第
一
通
の
こ
と
を
示
す

と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
通
よ
り
後
に
第
四
一
通
が
記
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
二
つ
の
消
息
の
間
に
は
、
明
ら
か
な
質
的
相
違
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
第
一
通
に
お
い
て
は
、「
浄
土
宗
に
ま
た
有
念
あ
り
、
無
念
あ

り
。
有
念
は
散
善
の
義
、
無
念
は
定
善
の
義
な
り
。
浄
土
の
無
念
は
聖
道
の
無
念

に
は
似
ず
。
ま
た
こ
の
聖
道
の
無
念
の
な
か
に
ま
た
有
念
あ
り
。
よ
く
よ
く
と
ふ

べ
し

（
二
五
）」

と
有
念
・
無
念
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
第
四
一
通
で
は
「
有

念
・
無
念
の
念
仏
沙
汰
」
を
「
ゆ
め
ゆ
め
も
ち
ゐ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
し

て
、
解
釈
そ
れ
自
体
を
否
定
す
る
。
何
故
な
ら
「
た
だ
詮
ず
る
と
こ
ろ
は
、
他
力

の
や
う
は
、
行
者
の
は
か
ら
ひ
に
て
は
あ
ら
ず
候
へ
ば
、
有
念
に
あ
ら
ず
、
無
念

に
あ
ら
ず
」
な
の
で
あ
り
、「
弥
陀
の
選
択
本
願
は
、
行
者
の
は
か
ら
ひ
の
候
は

ね
ば
こ
そ
、
ひ
と
へ
に
他
力
と
は
申
す
」
と
、「
行
者
の
は
か
ら
ひ
」
を
「
有
念
・

無
念
の
念
仏
沙
汰
」
の
根
源
と
し
て
捉
え
、「
は
か
ら
ひ
」
な
き
「
弥
陀
の
選
択

本
願
」・「
他
力
」
の
世
界
に
立
つ
こ
と
を
同
朋
た
ち
に
求
め
る
。

ま
た
、
第
一
通
で
述
べ
て
い
る
「
こ
の
信
心
う
る
ゆ
ゑ
に
、
か
な
ら
ず
無
上
涅

槃
に
い
た
る
な
り
。
こ
の
信
心
を
一
心
と
い
ふ
、
こ
の
一
心
を
金
剛
心
と
い
ふ
、

こ
の
金
剛
心
を
大
菩
提
心
と
い
ふ
な
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
他
力
の
な
か
の
他
力
な

り
」
を
同
年

（
二
六
）の

消
息
と
思
わ
れ
る
第
三
八
通
で
「
他
力
の
な
か
に
ま
た
他
力
と
申

す
こ
と
は
う
け
た
ま
は
り
候
は
ず

（
二
七
）」

と
す
ぐ
さ
ま
否
定
す
る
の
も
、
お
そ
ら
く
同

朋
た
ち
の
「
は
か
ら
い
」
を
念
頭
に
入
れ
て
の
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

無
論
「
は
か
ら
ひ
」
の
否
定
は
親
鸞
が
切
り
開
い
て
い
っ
た
宗
教
的
地
平
＝
本

願
他
力
の
世
界
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
し
、
そ
の
晩
年
に
限
ら
れ
た
も
の
で

は
な
い
。
消
息
に
お
い
て
も
〝
造
悪
無
礙
〟
を
誡
め
た
建
長
四
（
一
二
五
二
）
年
、

親
鸞
八
〇
歳
の
第
四
通
に
お
け
る
左
記
の
よ
う
な
表
現
を
初
見
と
し
て
、「
行
者

の
は
か
ら
ひ
に
て
は
あ
ら
ず
」（
第
四
一
通
）、「
御
は
か
ら
ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
」（
第

二
三
・
二
四
通
）、
そ
し
て
「
自
然
法
爾
」
に
お
い
て
語
ら
れ
た
「
義
な
き
を
義

と
す
」（
第
一
九
・
二
三
・
三
三
・
一
四
・
二
〇
・
三
四
通
）、「
行
者
の
は
か
ら

ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
」（
第
三
七
通
）
と
、
繰
り
返
し
説
諭
さ
れ
る
。

往
生
は
と
も
か
く
も
凡
夫
の
は
か
ら
ひ
に
て
す
べ
き
こ
と
に
て
も
候
は
ず
。

め
で
た
き
智
者
も
は
か
ら
ふ
べ
き
こ
と
に
も
候
は
ず
。大
小
の
聖
人
だ
に
も
、

と
も
か
く
も
は
か
ら
は
で
、
た
だ
願
力
に
ま
か
せ
て
こ
そ
お
は
し
ま
す
こ
と

に
て
候
へ
。
ま
し
て
お
の
お
の
の
や
う
に
お
は
し
ま
す
ひ
と
び
と
は
、
た
だ

こ
の
ち
か
ひ
あ
り
と
き
き
、南
無
阿
弥
陀
仏
に
あ
ひ
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ふ
こ
そ
、

あ
り
が
た
く
、
め
で
た
く
候
ふ
御
果
報
に
て
は
候
ふ
な
れ
。
と
か
く
は
か
ら

は
せ
た
ま
ふ
こ
と
、
ゆ
め
ゆ
め
候
ふ
べ
か
ら
ず
。

（
二
八
）（

第
四
通
）

ま
た
、
死
去
直
前
に
「
い
ま
ご
ぜ
ん
の
は
は
」
や
「
そ
く
し
や
う
ば
う
」
の
今

後
を
関
東
の
同
朋
た
ち
に
依
頼
し
た
第
三
五
通
・
第
三
六
通
を
除
け
ば
、
最
後
の

消
息
と
な
る
親
鸞
八
八
歳
の
そ
れ
で
は
、
そ
の
表
現
方
法
は
異
な
っ
て
い
る
が
、

次
の
よ
う
に
言
う
。

さ
れ
ば
こ
そ
愚
痴
無
智
の
人
も
、
を
は
り
も
め
で
た
く
候
へ
。
如
来
の
御
は

か
ら
ひ
に
て
往
生
す
る
よ
し
、
ひ
と
び
と
に
申
さ
れ
候
ひ
け
る
、
す
こ
し
も

た
が
は
ず
候
ふ
な
り
。
と
し
ご
ろ
、
お
の
お
の
に
申
し
候
ひ
し
こ
と
、
た
が

は
ず
こ
そ
候
へ
。
か
ま
へ
て
学
生
沙
汰
せ
さ
せ
た
ま
ひ
候
は
で
、
往
生
を
と

げ
さ
せ
た
ま
ひ
候
ふ
べ
し
。

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
う
へ
に
、
も
の
も
お
ぼ
え
ぬ
あ
さ



六

ま
し
き
ひ
と
び
と
の
ま
ゐ
り
た
る
を
御
覧
じ
て
は
、「
往
生
必
定
す
べ
し
」

と
て
、
笑
ま
せ
た
ま
ひ
し
を
、
み
ま
ゐ
ら
せ
候
ひ
き
。
文
沙
汰
し
て
、
さ
か

さ
か
し
き
ひ
と
の
ま
ゐ
り
た
る
を
ば
、「
往
生
は
い
か
が
あ
ら
ん
ず
ら
ん
」

と
、
た
し
か
に
う
け
た
ま
は
り
き
。
い
ま
に
い
た
る
ま
で
、
お
も
ひ
あ
は
せ

ら
れ
候
ふ
な
り
。

（
二
九
）（

第
一
六
通
）

「
愚
痴
無
智
の
人
」・「
愚
者
」・「
も
の
も
お
ぼ
え
ぬ
あ
さ
ま
し
き
ひ
と
」、
そ
れ
は
、

「
学
生
沙
汰
」・「
文
沙
汰
」・「
さ
か
さ
か
し
」
さ
、
す
な
わ
ち
「
は
か
ら
い
」
を

超
え
、「
如
来
の
御
は
か
ら
ひ
」
の
世
界
に
目
覚
め
た
者
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

晩
年
の
親
鸞
の
教
学
的
主
題
の
基
底
は
そ
こ
に
あ
っ
た
。〝
造
悪
無
礙
〟
や
一

念
多
念
の
問
題
な
ど
を
へ
て
念
仏
弾
圧
が
勃
発
し
、
善
鸞
事
件
に
至
っ
て
教
団
が

混
乱
の
極
み
に
陥
っ
た
時
、
親
鸞
は
そ
う
し
た
同
朋
た
ち
の
混
乱
の
原
因
を
「
は

か
ら
い
」
に
み
た
（
も
ち
ろ
ん
「
念
仏
弾
圧
」
そ
の
も
の
は
弾
圧
す
る
側
に
否
が

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
）。
そ
の
後
、「
は
か
ら
い
」
の
否
定
は
親
鸞
の
教

学
的
営
為
の
起
点
と
な
っ
て
、
同
朋
た
ち
に
ま
さ
に
頻
繁
に
説
示
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
聊
か
先
を
急
ぎ
過
ぎ
た
よ
う
だ
。
以
下
、初
期
の
消
息
に
お
け
る
主
要
な
テ
ー

マ
で
あ
る
〝
造
悪
無
礙
〟
の
問
題
か
ら
見
て
い
こ
う
。

三

〝
造
悪
無
礙
〟
に
限
ら
ず
、
浄
土
の
「
真
宗
」
を
誤
解
す
る
者
た
ち
は
、
国
家
・

支
配
と
結
び
つ
い
て
専
修
念
仏
教
団
を
弾
圧
す
る
仏
教
教
団
・
仏
教
者
を
は
じ
め

と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
も
、
法
然
の
「
御
弟
子
」
の
な
か
に
さ
え
、
多
く
あ
っ
た
。

親
鸞
は
〝
造
悪
無
礙
〟、
一
念
多
念
に
つ
い
て
説
諭
し
た
消
息
に
お
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

法
然
聖
人
の
御
弟
子
の
な
か
に
も
往
生
を
ね
が
は
せ
た
ま
ふ
ひ
と
び
と
の
御

中
に
も
、
御
こ
こ
ろ
え
ぬ
こ
と
も
候
ひ
き
、
い
ま
も
さ
こ
そ
候
ふ
ら
め
と
お

ぼ
え
候
ふ
。
京
に
も
こ
こ
ろ
え
ず
し
て
、
や
う
や
う
に
ま
ど
ひ
あ
う
て
候
ふ

め
り
。
く
に
ぐ
に
に
も
お
ほ
く
き
こ
え
候
ふ
。
法
然
聖
人
の
御
弟
子
の
な
か

に
も
、
わ
れ
は
ゆ
ゆ
し
き
学
生
な
ど
と
お
も
ひ
あ
ひ
た
る
ひ
と
び
と
も
、
こ

の
世
に
は
、
み
な
や
う
や
う
に
法
文
を
い
ひ
か
へ
て
、
身
も
ま
ど
ひ
、
ひ
と

を
も
ま
ど
は
し
て
、
わ
づ
ら
ひ
あ
う
て
候
ふ
め
り
。

（
三
〇
）（

第
二
通
）

こ
の
世
の
念
仏
の
義
は
、
や
う
や
う
に
か
は
り
あ
う
て
候
ふ
め
れ
ば
、
と
か

く
申
す
に
お
よ
ば
ず
候
へ
ど
も
（
中
略
）
浄
土
宗
の
義
、
み
な
か
は
り
て
お

は
し
ま
し
あ
う
て
候
ふ
ひ
と
び
と
も
、
聖
人
（
法
然
）
の
御
弟
子
に
て
候
へ

ど
も
、
や
う
や
う
に
義
を
も
い
ひ
か
へ
な
ど
し
て
、
身
も
ま
ど
ひ
、
ひ
と
を

も
ま
ど
は
か
し
あ
う
て
候
ふ
め
り
。
あ
さ
ま
し
き
こ
と
に
て
候
ふ
な
り
。
京

に
も
お
ほ
く
ま
ど
ひ
あ
う
て
候
ふ
め
り
。
ま
し
て
、
ゐ
な
か
は
、
さ
こ
そ
候

ふ
ら
め
と
こ
こ
ろ
に
く
く
も
候
は
ず
。

（
三
一
）（

第
四
通
）

京
に
も
一
念
多
念
な
ん
ど
申
す
、
あ
ら
そ
ふ
こ
と
の
お
ほ
く
候
ふ
や
う
に
あ

る
こ
と
、
さ
ら
さ
ら
候
ふ
べ
か
ら
ず
。（
中
略
）
一
念
多
念
の
あ
ら
そ
ひ
な

ん
ど
の
や
う
に
、
詮
な
き
こ
と
、
論
じ
ご
と
を
の
み
申
し
あ
は
れ
て
候
ふ
ぞ

か
し
。
よ
く
よ
く
つ
つ
し
む
べ
き
こ
と
な
り
。

（
三
二
）（

第
一
八
通
）

法
然
門
下
の
中
に
、
諸
行
往
生
を
容
認
す
る
者
、
あ
る
い
は
幸
西
を
は
じ
め
と

し
て
一
念
義
を
立
て
る
者
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
先
に
も
触

れ
た
よ
う
に
、
特
に
一
念
義
は
〝
造
悪
無
礙
〟
と
結
び
付
い
て
、
専
修
念
仏
教
団

を
混
乱
に
陥
れ
た
。
例
え
ば
『
西
方
指
南
抄
』
に
は
、法
然
が
「
一
念
往
生
の
義
」
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を
批
判
し
た
書
簡
と
し
て
、「
光
明
房
に
答
ふ
る
書
」、「
基
親
の
書
信
」
に
対
す

る
「
法
然
上
人
の
返
書
」
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
法
然
は
、「
一

念
往
生
の
義
、
京
中
に
も
粗
流
布
す
る
と
こ
ろ
也
、
言
語
道
断
の
こ
と
な
り
」
と

し
た
う
え
で
、
一
念
義
の
念
仏
者
た
ち
が
「
決
定
の
信
心
を
も
て
、
一
念
し
て
の

ち
は
、
ま
た
一
念
せ
ず
と
い
ふ
と
も
、
十
悪
・
五
逆
な
ほ
さ
わ
り
を
な
さ
ず
、
い

は
む
や
餘
の
少
罪
お
や
と
、
信
ず
べ
き
な
り
と
い
ふ
」
と
、「
ほ
し
い
ま
ゝ
に
悪

を
つ
く
ら
む
」

（
三
三
）〝

造
悪
無
礙
〟
を
主
張
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
比
叡
山
延
暦
寺

か
ら
の
非
難
に
対
し
て
専
修
念
仏
弾
圧
回
避
の
た
め
に
作
成
し
、
門
弟
た
ち
に

連
署
さ
せ
た
「
七
箇
条
制
誡
」
に
お
い
て
も
「
憑
弥
陀
本
願
者
、
説
勿
恐
造
悪

事
」

（
三
四
）を

停
止
す
べ
き
事
と
し
て
掲
げ
て
い
る
よ
う
に
、〝
造
悪
無
礙
〟
は
専
修
念

仏
教
団
誕
生
以
来
の
課
題
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
、
専
修
念
仏
教
団
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
既
存
の
善

悪
と
の
対
峙
は
必
然
で
あ
っ
た
。〝
す
べ
て
の
も
の
に
平
等
に
与
え
ら
れ
て
い
る

尊
厳
性
へ
の
目
覚
め
〟
と
い
う
専
修
念
仏
教
団
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
る
全
く
新
し
い

宗
教
に
基
づ
く
価
値
観
と
、
旧
来
か
ら
の
〝
一
部
の
特
権
を
有
す
る
者
た
ち
が
独

占
す
る
善
と
そ
れ
に
対
立
す
る
悪
〟
と
い
う
価
値
観
は
、本
来
的
に
相
容
れ
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
弥
陀
の
本
願
に
よ
っ
て
互
い
が
無
上
の
尊
さ
を
も
つ
同
朋
と
し
て

連
帯
し
た
念
仏
者
た
ち
は
、
そ
れ
を
許
さ
な
い
者
た
ち
か
ら
〝
悪
〟
と
し
て
弾
圧

さ
れ
た
。
こ
れ
も
後
に
詳
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
消
息
の
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、

だ
か
ら
こ
そ
親
鸞
は
〝
悪
〟
と
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
同
朋
た
ち
に
「
弥
勒
と

お
な
じ
」、「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
呼
び
か
け
る
。
そ
の
よ
う
な
〝
悪
〟
と
は
何
な

の
だ
ろ
う
か
。

同
朋
た
ち
が
目
覚
め
た
「
本
願
力
回
向
の
信
心
」（

三
五
）は

、
真
実
の
側
か
ら
の
は
た

ら
き
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
も
の
に
平
等
に
届

く
。し
た
が
っ
て
、「
貴
賤
緇
素
」、「
男
女
老
少
」、「
造
罪
の
多
少
」、「
修
行
の
久
近
」、

「
行
・
善
」、「
頓
・
漸
」、「
定
・
散
」、「
正
観
・
邪
観
」、「
有
念
・
無
念
」、「
尋

常
・
臨
終
」、「
多
念
・
一
念
」
等

（
三
六
）、

こ
ち
ら
側
の
条
件
を
一
切
問
わ
な
い
。
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
ま
れ
た
『
歎
異

抄
』
に
は
、「
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
」

（
三
七
）、「

善
人
な
ほ
も
つ
て
往
生
を
と
ぐ
。
い
は
ん
や
悪
人

を
や
」

（
三
八
）、「

善
悪
の
ふ
た
つ
、
総
じ
て
も
つ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
」

（
三
九
）と

善
悪
を
相
対

化
す
る
文
言
が
残
さ
れ
て
い
る
。
如
来
の
本
願
力
は
わ
れ
わ
れ
の
善
悪
を
超
え
た

世
界
に
立
つ
真
実
で
あ
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
無
礙
光
仏
に
触
れ
な
が
ら
、「
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

（
四
〇
）」（

第
六
通
）、「
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

（
四
一
）」（

第
三
一
通
）

と
述
べ
て
い
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
。
そ
し
て
同
朋
た
ち
は
、
自
ら
の
尊
厳
性
に
目
覚
め
連
帯
し
た
。
そ
の

よ
う
な
同
朋
た
ち
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
う
し
た
連
帯
を
突
き
崩
す
独
善
こ
そ
が

悪
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
こ
れ
も
ま
た
後
に
見
る
よ
う
に
、
親
鸞
は
〝
念
仏
弾
圧
を

強
行
す
る
者
た
ち
の
た
め
に
念
仏
せ
よ
〟
と
い
う
。

脱
線
が
過
ぎ
な
い
う
ち
に
戻
ろ
う
。
言
う
ま
で
の
こ
と
で
も
な
い
が
、
如
何
な

る
悪
人
で
も
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
救
い
が
決
定
し
て
い
る
の
だ
か
ら
悪
を
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為
し
て
恥
じ
な
い
と
い
う
こ
と
と
は
、
別
の
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
は
悪
を
為
し
て

恥
じ
な
い
と
い
う
生
き
方
を
否
定
す
る
一
方
で
、
あ
る
べ
き
〝
念
仏
者
の
信
に
基

づ
く
生
き
方
〟
に
つ
い
て
教
示
す
る
。〝
悪
を
造
っ
て
礙
げ
無
し
〟
と
い
う
生
き

方
を
否
定
し
つ
つ
、〝
で
は
、
ど
う
生
き
る
の
か
〟
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え

を
提
示
す
る
。
消
息
の
中
で
親
鸞
は
信
の
〝
し
る
し
〟
と
し
て
そ
の
問
い
に
応
え

て
い
く
。
現
実
の
社
会
の
只
中
で
、
ど
の
よ
う
に
生
き
る
こ
と
が
信
に
基
づ
く
生

き
方
な
の
か
を
説
き
示
す
の
で
あ
る
。そ
こ
に
は
、親
鸞
が
こ
れ
ま
で
、例
え
ば『
顕

浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
に
お
い
て
展
開
し
て
き
た
〝
現
実
の
世
界
で
常
に
大
悲

を
行
ず
る
利
益
を
得
る
〟
こ
と
や
〝
本
当
の
信
心
は
大
慈
悲
心
で
あ
る
〟
と
い
う

教
え
な
ど
の
、
具
体
的
な
顕
れ
、
信
の
躍
動
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
親
鸞
晩
年

の
〝
教
学
的
営
為
〟
が
あ
っ
た
。

四

ま
ず
は
親
鸞
が
、
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
を
〝
造
悪
無
礙
〟
と
捉
え
た
の
か
と
い

う
こ
と
を
踏
ま
え
た
い
。
建
長
四
年
か
ら
の
消
息
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。

煩
悩
具
足
の
身
な
れ
ば
と
て
、
こ
こ
ろ
に
ま
か
せ
て
、
身
に
も
す
ま
じ
き
こ

と
を
も
ゆ
る
し
、
口
に
も
い
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
も
ゆ
る
し
、
こ
こ
ろ
に
も
お

も
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
も
ゆ
る
し
て
、
い
か
に
も
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
て
あ
る
べ

し
と
申
し
あ
う
て
候
ふ
ら
ん
こ
そ
、
か
へ
す
が
へ
す
不
便
に
お
ぼ
え
候
へ
。

（
四
二
）

（
第
二
通
）

わ
れ
往
生
す
べ
け
れ
ば
と
て
、
す
ま
じ
き
こ
と
を
も
し
、
お
も
ふ
ま
じ
き
こ

と
を
も
お
も
ひ
、
い
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
も
い
ひ
な
ど
す
る
こ
と
は
あ
る
べ
く

も
候
は
ず
。

（
四
三
）（

第
四
通
）

無
明
の
酒
に
酔
ひ
た
る
人
に
い
よ
い
よ
酔
ひ
を
す
す
め
、
三
毒
を
ひ
さ
し
く

好
み
く
ら
ふ
ひ
と
に
い
よ
い
よ
毒
を
ゆ
る
し
て
好
め
と
申
し
あ
う
て
候
ふ
ら

ん
、
不
便
の
こ
と
に
候
ふ
。

（
四
四
）（

第
五
通
）

か
か
る
わ
る
き
身
な
れ
ば
、
ひ
が
ご
と
を
こ
と
さ
ら
に
好
み
て
、
念
仏
の
ひ

と
び
と
の
さ
は
り
と
な
り
、
師
の
た
め
に
も
善
知
識
の
た
め
に
も
、
と
が

と
な
さ
せ
た
ま
ふ
べ
し
と
申
す
こ
と
は
、
ゆ
め
ゆ
め
な
き
こ
と
な
り
。

（
四
五
）（

第

二
七
通
）

な
に
よ
り
も
、
聖
教
の
を
し
へ
を
も
し
ら
ず
、
ま
た
浄
土
宗
の
ま
こ
と
の
そ

こ
を
も
し
ら
ず
し
て
、
不
可
思
議
の
放
逸
無
慚
の
も
の
ど
も
の
な
か
に
、
悪

は
お
も
ふ
さ
ま
に
ふ
る
ま
ふ
べ
し
と
仰
せ
ら
れ
候
ふ
な
る
こ
そ
、
か
へ
す
が

へ
す
あ
る
べ
く
も
候
は
ず
。

（
四
六
）（

第
三
七
通
）

「
わ
ざ
と
」「
身
に
も
」・「
口
に
も
」・「
こ
こ
ろ
に
も
」
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
し
、

そ
の
こ
と
を
「
わ
る
き
身
」
だ
か
ら
「
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
て
あ
る
べ
し
」
と
正
当

化
し
合
い
、「
ひ
が
ご
と
を
こ
と
さ
ら
に
好
」
む
、
そ
れ
が
〝
造
悪
無
礙
〟
で
あ
っ

た
。と

こ
ろ
で
引
用
中
、
第
三
七
通
に
は
「
放
逸
無
慚
」
と
あ
る
が
、
実
は
親
鸞
は

〝
造
悪
無
礙
〟
と
い
う
用
語
は
使
用
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
後
の
「
宗
学
」
に
お

い
て
使
用
さ
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
親
鸞
の
用
語
の
中
に
そ
れ
を
求
め
る
の
な
ら

ば
、
こ
の
「
放
逸
無
慚
」
と
な
る
。
そ
し
て
、「
放
逸
無
慚
」
は
、
親
鸞
が
何
度

も
自
ら
書
写
し
、
同
朋
た
ち
に
与
え
、
読
む
こ
と
を
薦
め
た
聖
覚
の
『
唯
信
鈔
』

に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
言
葉
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
聖
覚
は
、
三
心
具
有
の
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専
修
が
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
つ
つ
至
誠
心
に
つ
い
て
釈
し
、
次
の
よ
う
に
記

す
。
ま
た
「
放
逸
」
に
は
「
ほ
し
き
ま
ま
に
ふ
る
ま
ふ
と
い
ふ
な
り
、
お
も
ふ
さ

ま
な
り
」、
無
慚
に
は
「
恥
な
し
」
と
の
左
訓
が
あ
る
。

ま
こ
と
に
ふ
か
く
浄
土
を
ね
が
ふ
こ
こ
ろ
な
き
を
、
人
に
あ
う
て
は
ふ
か
く

ね
が
ふ
よ
し
を
い
ひ
、
内
心
に
は
ふ
か
く
今
生
の
名
利
に
着
し
な
が
ら
、
外

相
に
は
世
を
い
と
ふ
よ
し
を
も
て
な
し
、
外
に
は
善
心
あ
り
、
た
ふ
と
き
よ

し
を
あ
ら
は
し
て
、
内
に
は
不
善
の
こ
こ
ろ
も
あ
り
、
放
逸
の
こ
こ
ろ
も
あ

る
な
り
。
こ
れ
を
虚
仮
の
こ
こ
ろ
と
な
づ
け
て
、
真
実
心
に
た
が
へ
る
相
と

す
。
こ
れ
を
ひ
る
が
へ
し
て
真
実
心
を
ば
こ
こ
ろ
え
つ
べ
し
。
こ
の
こ
こ
ろ

を
あ
し
く
こ
こ
ろ
え
た
る
人
は
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
あ
り
の
ま
ま
な
ら
ず
は
、

虚
仮
に
な
り
な
ん
ず
と
て
、
身
に
と
り
て
は
ば
か
る
べ
く
、
恥
が
ま
し
き
こ

と
を
も
人
に
あ
ら
は
し
し
ら
せ
て
、
か
へ
り
て
放
逸
無
慚
の
と
が
を
ま
ね
か

ん
と
す
。
い
ま
真
実
心
と
い
ふ
は
、
浄
土
を
も
と
め
穢
土
を
い
と
ひ
、
仏

の
願
を
信
ず
る
こ
と
、
真
実
の
こ
こ
ろ
に
て
あ
る
べ
し
と
な
り
。
か
な
ら
ず

し
も
、
恥
を
あ
ら
は
に
し
、
と
が
を
示
せ
と
に
は
あ
ら
ず
。
こ
と
に
よ
り
、

を
り
に
し
た
が
ひ
て
ふ
か
く
斟
酌
す
べ
し
。
善
導
の
釈
（
散
善
義 
四
五
五
）

に
い
は
く
、「
不
得
外
現
賢
善
精
進
之
相
内
懐
虚
仮
」
と
い
へ
り
。

（
四
七
）

人
間
は
、「
名
利
」、「
不
善
」、「
放
逸
」、「
虚
仮
」、「
恥
」
を
抱
き
な
が
ら
生
き

て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
を
「
ひ
る
が
へ
し
」、「
真
実
」
を
求
め
な
が
ら
生
き
て
行

か
ね
ば
な
ら
な
い
。「
あ
り
の
ま
ま
」、つ
ま
り
〝「
名
利
」、「
不
善
」、｢

放
逸｣

、「
虚

仮
」、「
恥
」
の
ま
ま
で
な
け
れ
ば
「
虚
仮
」
に
な
る
〟
と
い
う
の
は
「
ほ
し
き
ま

ま
に
ふ
る
ま
」
っ
て
「
恥
な
」
い
、「
放
逸
無
慚
」
に
過
ぎ
な
い
と
、
親
鸞
同
様

に
聖
覚
は
言
う
。

ま
た
、
周
知
の
よ
う
に
親
鸞
は
、『
唯
信
鈔
』
を
註
釈
し
『
唯
信
鈔
文
意
』
を

著
し
て
い
る
。
親
鸞
は
『
唯
信
鈔
文
意
』
の
な
か
で
、「
不
得
外
現
賢
善
精
進
之

相
内
懐
虚
仮
」
を
註
釈
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
不
得
外
現
賢
善
精
進
之
相
」（
散
善
義 

四
五
五
）
と
い
ふ
は
、
あ
ら
は
に
、

か
し
こ
き
す
が
た
、
善
人
の
か
た
ち
を
あ
ら
は
す
こ
と
な
か
れ
、
精
進
な
る

す
が
た
を
し
め
す
こ
と
な
か
れ
と
な
り
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
「
内
懐
虚
仮
」
な
れ

ば
な
り
。「
内
」
は
う
ち
と
い
ふ
。
こ
こ
ろ
の
う
ち
に
煩
悩
を
具
せ
る
ゆ
ゑ

に
虚
な
り
、
仮
な
り
。「
虚
」
は
む
な
し
く
し
て
実
な
ら
ぬ
な
り
。「
仮
」
は

か
り
に
し
て
真
な
ら
ぬ
な
り
。
こ
の
こ
こ
ろ
は
上
に
あ
ら
は
せ
り
。
こ
の
信

心
は
ま
こ
と
の
浄
土
の
た
ね
と
な
り
、
み
と
な
る
べ
し
と
。
い
つ
は
ら
ず
、

へ
つ
ら
は
ず
、
実
報
土
の
た
ね
と
な
る
信
心
な
り
。
し
か
れ
ば
、
わ
れ
ら
は

善
人
に
も
あ
ら
ず
、
賢
人
に
も
あ
ら
ず
。
賢
人
と
い
ふ
は
、
か
し
こ
く
よ
き

ひ
と
な
り
。
精
進
な
る
こ
こ
ろ
も
な
し
、
懈
怠
の
こ
こ
ろ
の
み
に
し
て
、
う

ち
は
む
な
し
く
、い
つ
は
り
、か
ざ
り
、へ
つ
ら
ふ
こ
こ
ろ
の
み
つ
ね
に
し
て
、

ま
こ
と
な
る
こ
こ
ろ
な
き
身
な
り
と
し
る
べ
し
と
な
り
。「
斟
酌
す
べ
し
」（
唯

信
鈔
）
と
い
ふ
は
、
こ
と
の
あ
り
さ
ま
に
し
た
が
う
て
、
は
か
ら
ふ
べ
し
と

い
ふ
こ
と
ば
な
り
。

（
四
八
）

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
信
巻
に
お
い
て
親
鸞
が
「
不
得
外
現
賢
善
精
進
之

相
内
懐
虚
仮
」
を
、
通
常
「
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
じ
、
内
に
虚
仮
を
懐
く
こ

と
を
得
ざ
れ
」
と
読
む
と
こ
ろ
を
「
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
」
と
読
み
替
え
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

こ
に
は
、
親
鸞
の
透
徹
し
た
人
間
の
非
真
実
性
の
認
識
が
あ
る
。
そ
し
て
親
鸞
の

造
悪
無
礙
へ
の
向
き
合
い
方
も
そ
こ
を
出
発
点
に
し
て
い
る
。



一
〇

例
え
ば
第
二
通
に
お
い
て
親
鸞
は
、「
は
じ
め
て
仏
の
ち
か
ひ
を
き
き
は
じ
む

る
ひ
と
び
と
」
は
、ま
ず
、「
わ
が
身
の
わ
ろ
く
、こ
こ
ろ
の
わ
ろ
き
を
お
も
ひ
し
」

る
の
だ
と
い
う
。
弥
陀
の
本
願
と
い
う
真
実
に
出
遇
う
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
に

自
ら
の
非
真
実
性
に
気
付
く
。
そ
し
て
、「
こ
の
身
の
や
う
に
て
は
な
ん
ぞ
往
生

せ
ん
ず
る
」
と
自
覚
し
、
慚
愧
す
る
心
が
起
こ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
よ
う
な
「
ひ

と
に
こ
そ
」、
阿
弥
陀
仏
は
「
こ
こ
ろ
の
善
悪
を
ば
沙
汰
せ
ず
、
迎
へ
た
ま
ふ
」。

こ
の
よ
う
に
聞
き
、
ま
す
ま
す
「
仏
を
信
ぜ
ん
と
お
も
ふ
こ
こ
ろ
ふ
か
く
な
」
っ

た
な
ら
ば
、「
こ
の
身
を
も
い
と
ひ
」、「
流
転
せ
ん
こ
と
を
も
か
な
し
み
て
」、
本

当
に
「
ふ
か
く
ち
か
ひ
を
も
信
じ
」、「
阿
弥
陀
仏
を
も
好
み
ま
う
し
」
て
、
以
前

は
「
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
」
し
た
け
れ
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
」
う
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
あ
り
方
こ
そ
が
、念
仏
者
の
「
世

を
い
と
ふ
し
る
し
」
で
あ
る
。
こ
う
し
て
親
鸞
は
「
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
お
こ
ら
せ

た
ま
ひ
な
ん
に
は
」、
ど
う
し
て
「
む
か
し
の
御
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
て
」
居
ら
れ

る
の
か
と
同
朋
た
ち
に
問
い
掛
け
る
。
す
な
わ
ち
信
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
る
「
世
を

い
と
ふ
し
る
し
」
と
し
て
の
新
た
な
生
き
方
が
、
そ
の
信
の
証
し
と
な
る
。

で
は
何
故
同
朋
た
ち
は
造
悪
無
礙
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
親

鸞
は
如
何
に
捉
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
二
通
・
第
四
通
・
第
二
七
通
・
第
三
七
通

か
ら
、
列
挙
し
よ
う
。

・
真
宗
を
「
御
こ
こ
ろ
え
ぬ
」。

・「
聖
教
の
を
し
へ
を
も
み
ず
し
ら
ぬ
」、「
浄
土
の
教
も
し
ら
ぬ
」。

・「
い
ま
弥
陀
の
ち
か
ひ
を
も
き
き
は
じ
め
て
お
は
し
ま
す
身
」。

・
信
に
よ
っ
て
「
無
明
の
酔
ひ
も
や
う
や
う
す
こ
し
づ
つ
さ
め
、
三
毒
を
も
す

こ
し
づ
つ
好
ま
ず
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
薬
を
つ
ね
に
好
み
め
す
身
と
な
り
て

お
は
し
ま
し
あ
う
て
候
ふ
」
が
、し
か
し
な
お
、「
酔
ひ
も
さ
め
や
ら
ぬ
」「
毒

も
消
え
や
ら
ぬ
」。

・「
煩
悩
具
足
の
身
」。

・「
は
じ
め
て
仏
の
ち
か
ひ
を
き
き
は
じ
む
る
ひ
と
び
と
」。（
以
上
第
二
通
）

・「
と
か
く
は
か
ら
は
せ
た
ま
ふ
」。

・「
わ
が
お
も
ふ
さ
ま
な
る
こ
と
の
み
申
し
あ
は
れ
て
候
ふ
」。（
以
上
第
四
通
）

・「
ひ
と
び
と
の
ひ
が
ざ
ま
に
御
こ
こ
ろ
え
ど
も
の
候
ふ
ゆ
ゑ
」。（
第
二
七
通
）

・「
聖
教
の
を
し
へ
を
も
し
ら
ず
、
ま
た
浄
土
宗
の
ま
こ
と
の
そ
こ
を
も
し
ら
ず
」。

・「
お
ほ
か
た
経
釈
を
も
し
ら
ず
、
如
来
の
御
こ
と
を
も
し
ら
ぬ
身
」

（
以
上
三
七
通
）

総
じ
て
親
鸞
は
、
未
だ
信
を
確
立
し
て
い
な
い
者
が
は
か
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て

陥
っ
て
い
く
誤
解
と
し
て
造
悪
無
礙
を
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
は
か
ら

ひ
」
は
信
を
確
立
し
た
後
も
付
き
纏
う
人
間
の
本
質
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
、「
は

か
ら
ひ
」
を
否
定
し
続
け
造
悪
無
礙
に
惑
わ
な
い
よ
う
に
「
故
聖
人
（
法
然
）
の

御
を
し
へ
を
よ
く
よ
く
う
け
た
ま
は
」（
第
四
通
）
っ
て
信
を
確
か
な
も
の
と
し
、

「
仏
恩
を
報
じ
ま
ゐ
ら
せ
ん
と
こ
そ
お
ぼ
し
め
」（
第
二
七
通
）
し
な
が
ら
生
き
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
ま
た
、『
散
善
義
』
を
引
用
し
な
が
ら
、
造

悪
無
礙
を
主
張
す
る
者
が
居
る
場
合
に
は
、「
つ
つ
し
ん
で
と
ほ
ざ
か
れ
」（
第
二

通
・
第
三
七
通
）、「
ち
か
づ
く
べ
か
ら
ず
」（
第
二
通
）
と
説
く
。
こ
の
こ
と
も

ま
た
、
別
に
詳
述
し
た
い
の
だ
が
、
こ
こ
か
ら
は
、
信
を
誤
解
す
る
者
た
ち
へ
の

親
鸞
の
態
度
が
窺
え
て
興
味
深
い
。
こ
こ
で
親
鸞
は
、
後
の
教
団
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
〝
追
放
〟
で
は
な
く
、「
と
ほ
ざ
か
れ
」
と
い
う
。
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ま
た
、
先
の
引
用
中
、
第
二
七
通
の
「
念
仏
の
ひ
と
び
と
の
さ
は
り
と
な
り
」、

同
消
息
の
「
念
仏
を
と
ど
め
ら
る
る
こ
と
に
沙
汰
し
な
さ
れ
て
候
」
と
い
う
文
言

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
親
鸞
は
造
悪
無
礙
を
念
仏
弾
圧
の
引
き
金
に
な
る
も
の
と

認
識
し
て
い
る
。
そ
れ
は
や
は
り
、
上
述
の
よ
う
な
彼
我
の
異
質
性
の
認
識
と

そ
れ
に
基
づ
く
被
弾
圧
を
取
り
巻
く
自
ら
の
経
験
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
も
あ
ろ

う
。
消
息
に
は
、
あ
た
か
も
念
仏
弾
圧
を
当
然
視
す
る
か
の
よ
う
な
表
現
が
見
受

け
ら
れ
る
。

こ
の
世
の
な
ら
ひ
に
て
、
念
仏
を
さ
ま
た
げ
ん
こ
と
は
、
か
ね
て
仏
の
説
き

お
か
せ
た
ま
ひ
て
候
へ
ば
、お
ど
ろ
き
お
ぼ
し
め
す
べ
か
ら
ず
。

（
四
九
）（第

一
七
通
）

こ
の
や
う
は
、
故
聖
人
（
法
然
）
の
御
時
、
こ
の
身
ど
も
の
や
う
や
う
に
申

さ
れ
候
ひ
し
こ
と
な
り
。
こ
と
も
あ
た
ら
し
き
訴
へ
に
て
も
候
は
ず
。

（
五
〇
）（

第

二
五
通
）

詮
ず
る
と
こ
ろ
は
、
そ
ら
ご
と
を
申
し
、
ひ
が
ご
と
を
、
こ
と
に
ふ
れ
て
、

念
仏
の
ひ
と
び
と
に
仰
せ
ら
れ
つ
け
て
、
念
仏
を
と
ど
め
ん
と
す
る
と
こ
ろ

の
領
家
・
地
頭
・
名
主
の
御
は
か
ら
ひ
ど
も
の
候
ふ
ら
ん
こ
と
、
よ
く
よ
く

や
う
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
。（
中
略
）
こ
の
世
の
な
ら
ひ
に
て
念
仏
を
さ
ま

た
げ
ん
ひ
と
は
、
そ
の
と
こ
ろ
の
領
家
・
地
頭
・
名
主
の
や
う
あ
る
こ
と
に

て
こ
そ
候
は
め
。
と
か
く
申
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。

（
五
一
）（

第
二
七
通
）

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
、
不
真
実
性
を
背
負
っ
て
生
き
る
人
間
へ
の
寛
容
と
で

も
い
う
べ
き
も
の
を
見
て
取
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。人
間
は
悪
を
離
れ
、

真
実
に
生
き
よ
う
と
願
っ
て
も
、
悪
を
犯
し
て
し
ま
う
。
時
に
救
い
に
甘
え
、
権

力
の
座
に
あ
っ
て
他
者
を
見
下
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
弥
陀
は
本
願
を
成
就
し
た
。
ま
た
だ
か
ら
こ
そ
親
鸞
も
懇
切
丁
寧
に
説

諭
す
る（
こ
れ
も
ま
た
後
述
す
る
が
、弾
圧
者
の
た
め
に
念
仏
せ
よ
と
さ
え
言
う
）。

造
悪
無
礙
に
対
す
る
説
示
を
取
り
上
げ
よ
う
。

酔
ひ
も
さ
め
ぬ
さ
き
に
、
な
ほ
酒
を
す
す
め
、
毒
も
消
え
や
ら
ぬ
に
、
い
よ

い
よ
毒
を
す
す
め
ん
が
ご
と
し
。
薬
あ
り
毒
を
好
め
と
候
ふ
ら
ん
こ
と
は
、

あ
る
べ
く
も
候
は
ず
と
ぞ
お
ぼ
え
候
ふ
。（
中
略
）
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
。

（
五
二
）（

第
二
通
）

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
。

（
五
三
）（

第
三
通
）

め
で
た
き
仏
の
御
ち
か
ひ
の
あ
れ
ば
と
て
、
わ
ざ
と
す
ま
じ
き
こ
と
ど
も
を

も
し
、
お
も
ふ
ま
じ
き
こ
と
ど
も
を
も
お
も
ひ
な
ど
せ
ん
は
、
よ
く
よ
く
こ

の
世
の
い
と
は
し
か
ら
ず
、
身
の
わ
ろ
き
こ
と
を
お
も
ひ
し
ら
ぬ
に
て
候
へ

ば
、
念
仏
に
こ
こ
ろ
ざ
し
も
な
く
、
仏
の
御
ち
か
ひ
に
も
こ
こ
ろ
ざ
し
の
お

は
し
ま
さ
ぬ
に
て
候
へ
ば
、
念
仏
せ
さ
せ
た
ま
ふ
と
も
、
そ
の
御
こ
こ
ろ
ざ

し
に
て
は
順
次
の
往
生
も
か
た
く
や
候
ふ
べ
か
ら
ん
。

（
五
四
）（

第
四
通
）

弥
陀
の
御
ち
か
ひ
に
ま
う
あ
ひ
が
た
く
し
て
あ
ひ
ま
ゐ
ら
せ
て
、
仏
恩
を
報

じ
ま
ゐ
ら
せ
ん
と
こ
そ
お
ぼ
し
め
す
べ
き
に
、
念
仏
を
と
ど
め
ら
る
る
こ
と

に
沙
汰
し
な
さ
れ
て
候
ふ
ら
ん
こ
そ
、
か
へ
す
が
へ
す
こ
こ
ろ
え
ず
候
ふ
。

あ
さ
ま
し
き
こ
と
に
候
ふ
。

（
五
五
）（

第
二
七
通
）

わ
る
き
身
な
れ
ば
と
て
、
こ
と
さ
ら
に
ひ
が
ご
と
を
好
み
て
、
師
の
た
め
善



一
二

知
識
の
た
め
に
あ
し
き
こ
と
を
沙
汰
し
、
念
仏
の
ひ
と
び
と
の
た
め
に
、
と

が
と
な
る
べ
き
こ
と
を
し
ら
ず
は
、
仏
恩
を
し
ら
ず
、
よ
く
よ
く
は
か
ら
ひ

た
ま
ふ
べ
し
。（
中
略
）
領
家
・
地
頭
・
名
主
の
ひ
が
ご
と
す
れ
ば
と
て
、

百
姓
を
ま
ど
は
す
こ
と
は
候
は
ぬ
ぞ
か
し
。
仏
法
を
ば
や
ぶ
る
ひ
と
な
し
。

仏
法
者
の
や
ぶ
る
に
た
と
へ
た
る
に
は
、「
獅
子
の
身
中
の
虫
の
獅
子
を
く

ら
ふ
が
ご
と
し
」
と
候
へ
ば
、
念
仏
者
を
ば
仏
法
者
の
や
ぶ
り
さ
ま
た
げ
候

ふ
な
り
。
よ
く
よ
く
こ
こ
ろ
え
た
ま
ふ
べ
し
。

（
五
六
）（

第
二
八
通
）

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
。

（
五
七
）（

第
三
七
通
）

す
で
に
紙
幅
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
造
悪
無
礙
に
対
す
る
親
鸞
の

教
導
の
基
軸
に
は
、
信
に
も
と
づ
く
生
き
方
の
提
示
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。
親
鸞
は
信
に
も
と
づ
く
具
体
的
あ
り
よ
う
を
信
の
「
し
る
し
」
と
し

て
、「
仏
恩
」
に
報
い
る
こ
と
と
し
て
同
朋
た
ち
に
求
め
る
。

お
わ
り
に

こ
の
後
、
造
悪
無
礙
に
つ
い
て
論
じ
終
え
、
次
い
で
同
朋
た
ち
の
様
々
な
惑
い

に
触
れ
な
が
ら
、
念
仏
弾
圧
か
ら
善
鸞
の
策
謀
、
如
来
と
ひ
と
し
か
ら
自
然
法
爾

へ
と
考
察
を
進
め
、
親
鸞
晩
年
の
教
学
的
営
為
を
明
ら
か
に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
続
稿
に
お
い
て
取
り
組
み
た
い
。（
未
完
）

註

（
一
）　
『
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
）。

（
二
）　
『
親
鸞
の
研
究
』
二
葉
憲
香
著 

百
華
苑
刊 

三
五
頁
。

（
三
）　

浄
土
真
宗
本
願
寺
教
団
で
は
、
親
鸞
の
七
五
〇
回
忌
を
契
機
に
、
全
国
を
六
つ

の
地
区
に
分
け
、
地
方
都
市
に
お
け
る
法
要
を
行
っ
た
。
そ
の
う
ち
福
岡
市
で
行

わ
れ
た
九
州
・
沖
縄
地
区
の
法
要
の
総
務
部
長
を
務
め
た
筆
者
は
、
教
団
全
体
の

こ
う
し
た
あ
り
よ
う
に
対
す
る
さ
さ
や
か
な
抵
抗
の
意
を
込
め
て
親
鸞
劇
・
現
代

社
会
の
諸
問
題
を
取
り
上
げ
た
映
像
・
現
代
劇
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
製
作
を
行
い
、

そ
の
総
体
に
よ
っ
て
現
代
社
会
に
お
け
る
浄
土
真
宗
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
考

察
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
「
浄
土
真
宗
本
願
寺
教
団
と
親
鸞
の
「
世

の
な
か
安
穏
な
れ
―
「
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
大
遠
忌
九
州
地
区
法
要
」
を
通
し
て

―
（
一
）」、「
同
右
（
二
）」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
『
筑
紫
女
学
園
大
学
・
短
期
大

学
部
紀
要
』
第
六
号
（
二
〇
一
一
年
一
月
）、『
筑
紫
女
学
園
大
学
・
短
期
大
学
部

人
間
文
化
研
究
所
年
報
』
第
二
二
号
（
二
〇
一
一
年
九
月
）
に
収
載
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
。

（
四
）　

詳
し
く
は
本
願
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
五
）　
『
筑
紫
女
学
園
大
学
・
短
期
大
学
部
人
間
文
化
研
究
所
年
報
』
第
二
〇
号
（
二
〇
〇 

九
年
八
月
）。

（
六
）　
『
筑
紫
女
学
園
大
学
・
短
期
大
学
部
人
間
文
化
研
究
所
年
報
』
第
二
一
号
（
二
〇 

一
〇
年
一
一
月
）。

（
七
）　
『
歎
異
抄
』
第
二
条
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
八
三
二
頁
）。

（
八
）　

親
鸞
の
手
紙
全
四
三
通
の
う
ち
金
銭
を
受
領
し
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
は
六
通

を
数
え
る
。

（
九
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
四
一
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
八 

〇
四
頁
）。

（
一
〇
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
一
三
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』



一
三

七
六
二
頁
・
七
六
六
頁
）。
こ
の
第
一
三
通
は
、
慶
信
の
質
問
状
、
親
鸞
そ
れ
に

加
筆
訂
正
し
た
返
信
、
蓮
位
の
添
状
か
ら
な
る
。
親
鸞
と
同
朋
た
ち
の
関
係
が

窺
え
、
興
味
深
い
。

（
一
一
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
一
三
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
七 

六
八
頁
）。

（
一
二
）　
『
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
）。

（
一
三
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
二
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
七 

四
一
頁
）。

（
一
四
）　
『
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
）。

（
一
五
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
二
七
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
七 

八
八
頁
）。

（
一
六
）　
『
本
願
寺
史
』
第
一
巻
一
一
九
頁
参
照
（
二
〇
一
〇
年
・
本
願
寺
出
版
社
発
行
）。

（
一
七
）　
『
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
・
八
〇
一
頁
）。

（
一
八
）　

消
息
第
二
通
に
は
「
信
見
房
」、
五
通
・
三
七
通
に
は
「
善
証
房
」
の
名
が
み

え
る
。
ま
た
、
第
二
八
通
に
は
「
信
願
坊
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
は
、
こ
の
消

息
の
文
意
か
ら
は
善
鸞
の
策
謀
が
窺
え
る
の
で
信
願
坊
を
造
悪
無
礙
の
唱
導
者

と
す
る
こ
と
は
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
九
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
二
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
七 

四
一
頁
）。

（
二
〇
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』第
一
通『
浄
土
真
宗
聖
典（
註
釈
版
）第
二
版
』七
三
五
頁
。

な
お
、「
有
念
無
念
の
事
」
と
い
う
表
題
は
、
後
世
の
付
加
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
二
一
）　

本
稿
で
は
消
息
の
年
次
順
を
推
測
す
る
手
掛
か
り
と
し
て
、『
親
鸞
書
簡
の
研

究
』
多
屋
頼
俊
著
、『
歴
史
の
な
か
の
親
鸞
』
二
葉
憲
香
・
福
嶋
寛
隆
・
松
尾
博

仁
共
著
、『
親
鸞
聖
人
行
実
』
大
谷
派
教
学
研
究
所
編
を
参
考
に
し
た
。
ま
た
、

こ
の
消
息
の
他
に
、
真
筆
の
「
い
や
女
」
の
譲
り
状
が
、
親
鸞
七
一
歳
の
「
寛

元
元
年
癸
卯
十
二
月
廿
一
日
」
の
日
付
で
残
さ
れ
て
い
る
。

（
二
二
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
一
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
七 

三
五
頁
）。

（
二
三
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
三
九
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』

八
〇
三
頁
）。「
来
迎
臨
終
」
の
他
、
第
三
九
通
で
は
「
弥
勒
菩
薩
と
お
な
じ
」、

「
仏
と
ひ
と
し
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
親
鸞
の
見
た
随
信
房
か
ら
の

消
息
に
つ
い
て
「
こ
の
御
文
の
書
き
や
う
め
で
た
く
候
ふ
」
と
言
う
。

（
二
四
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
四
一
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』

八
〇
五
頁
）。「
有
念
無
念
」
の
他
、
第
四
一
通
で
は
「
一
念
多
念
」、「
慶
喜
」

に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
ま
た
、
教
忍
御
坊
に
対
し
て
「
こ
の
御
た
づ
ね

候
ふ
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
よ
き
御
疑
ど
も
に
て
候
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
二
五
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
一
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
七 

三
七
頁
）。

（
二
六
）高
田
専
修
寺
に
は
こ
の
消
息
の
古
写
本
が
あ
り
、「
建
長
三
歳
辛
亥
閏
九
月
廿
日
」

の
日
付
が
あ
る
。

（
二
七
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
一
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
七
三 

五
頁
）。

（
二
八
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
四
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
七
四 

二
頁
）。

（
二
九
）　
『
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
）。

（
三
〇
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
二
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
七
三 

八
頁
）。

（
三
一
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
四
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
七
四 

四
頁
）。

（
三
二
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
一
八
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
七 

七
五
頁
）。

（
三
三
）　
『
真
宗
聖
教
全
書
』
四　

拾
遺
部
上　

二
〇
九
頁



一
四

（
三
四
）　
『
本
願
寺
史
』
第
一
巻
五
三
頁
（
二
〇
一
〇
年
・
本
願
寺
出
版
社
発
行
）。

（
三
五
）　
『
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
）

（
三
六
）　
『
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
）

（
三
七
）　

第
一
条
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
八
三
一
頁
）

（
三
八
）　

第
三
条
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
八
三
三
頁
）

（
三
九
）　

後
序
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
八
五
三
頁
）

（
四
〇
）　
『
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
）

（
四
一
）　
『
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
）

（
四
二
）　
『
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
）。

（
四
三
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
四
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
七
四 

四
頁
）。

（
四
四
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
五
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
七
四 

六
頁
）。

（
四
五
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
二
七
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
七 

八
八
頁
）。

（
四
六
）　
『
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
）。

（
四
七
）　
『
唯
信
鈔
』（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
一
三
四
六
頁
）。

（
四
八
）　
『
唯
信
鈔
文
意
』（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
七
一
四
頁
）。

（
四
九
）　
『
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
）。

（
五
〇
）　
『
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
）。

（
五
一
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
四
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
七
四 

四
頁
）。

（
五
二
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
二
七
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
七 

八
八
頁
）。

（
五
三
）　
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
二
八
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』

七
九
八
頁
）。
こ
の
二
八
通
は
、
善
鸞
が
親
鸞
に
対
し
て
信
願
坊
を
造
悪
無
礙
の

輩
と
指
弾
し
て
い
る
消
息
で
あ
る
が
、
親
鸞
の
造
悪
無
礙
に
対
す
る
認
識
が
表

れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
挙
げ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
註
（
一
八
）
で
指
摘
し

た
よ
う
に
、
信
願
坊
が
造
悪
無
礙
を
主
張
し
て
い
た
と
断
じ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
ま
た
、
善
鸞
が
ど
の
よ
う
な
宗
教
的
立
場
に
立
っ
て
い
た
の
か
、
従
来
か

ら
諸
説
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
善
鸞
が
信
願
坊
を
造
悪
無
礙
の
唱
導
者
と
し
て
指

弾
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
善
鸞
が
造
悪
無
礙
の
立
場
だ
っ
た
と
の
説
の
誤

り
を
示
す
一
つ
の
論
拠
と
な
ろ
う
。

（
五
四
）　
『
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
）。

（
く
り
や
ま　

と
し
ゆ
き
：
現
代
教
養
学
科　

准
教
授
）


