
Shinran's Buddhist Path

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2015-10-13

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 宇治, 和貴, UJI, Kazutaka

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://chikushi-u.repo.nii.ac.jp/records/464URL



六
一

一
、

　

顕
密
体
制
論
１
以
降
の
日
本
中
世
を
扱
う
宗
教
史
研
究
・
仏
教
史
研
究
に
お
け

る
共
通
的
課
題
が
、
宗
派
史
的
方
法
を
い
か
に
克
服
す
る
か
と
い
う
点
に
置
か
れ

て
い
る
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
い
ち
早
く
指
摘

し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
け
る
課
題
を
指
摘
し
た
平
雅
行
は
、

宗
派
史
的
方
法
と
は
、
寺
誌
と
高
僧
伝
を
集
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
流
派
史

を
構
成
し
、
流
派
史
を
集
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宗
派
史
を
構
成
し
、
宗
派

史
を
集
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
教
史
を
構
成
し
、
仏
教
史
・
神
道
史
な
ど

を
集
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
史
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
立
場
な
の
で
あ

る
。
極
言
す
る
な
ら
、
宗
派
史
的
方
法
に
よ
る
宗
教
史
と
は
、
高
僧
伝
と
寺

史
の
代
数
和
に
過
ぎ
な
い
２
。

と
述
べ
た
う
え
で
、
宗
派
史
の
問
題
点
を
①
護
教
的
で
あ
り
客
観
性
欠
け
る
点
、

②
中
世
史
全
体
の
な
か
で
宗
教
を
把
握
す
る
と
い
っ
た
構
造
的
把
握
が
弱
い
点
、

③
「
新
仏
教
」「
旧
仏
教
」
概
念
を
い
ま
だ
に
使
用
し
て
い
る
点
を
挙
げ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
問
題
点
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
中
世
宗
教
史
研
究
に
お
い
て
中
心
的
に

扱
わ
れ
て
き
た
、
法
然
や
親
鸞
な
ど
に
関
す
る
研
究
成
果
は
、
彼
ら
の
思
想
や
行

動
と
い
っ
た
直
接
的
行
動
の
分
析
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
後

世
（
特
に
近
世
）
の
門
流
の
動
向
に
よ
っ
て
決
定
す
る
と
い
う
、
倒
錯
し
た
方
法

を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

そ
の
上
で
、
思
想
家
の
歴
史
的
な
意
義
付
け
を
行
う
場
合
や
、
思
想
家
同
士
の

比
較
検
討
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
政
府
の
宗
教
政
策
が
中
世
思
想
史
の
動
向
に
与

え
た
影
響
が
、
想
像
以
上
に
大
き
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
①
国
家
の
宗

教
政
策
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
必
要
性
。
社
会
と
宗
教
、
経
済
と
宗
教
が
未
分

離
で
あ
る
以
上
、
中
世
封
建
社
会
に
あ
っ
て
は
仏
教
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
宗

教
理
念
が
経
済
外
強
制
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
研
究
の
範
疇
に
入
れ
る
た

め
に
、
②
領
主
権
力
が
展
開
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
の
必
要
性
。
さ
ら
に
は
、
悪
人
正
機
・
専
修
・
易
行
・
女
人
往
生
な
ど
専

修
念
仏
の
独
創
と
さ
れ
て
き
た
も
の
の
多
く
が
、
む
し
ろ
顕
密
仏
教
側
の
思
想
的

特
徴
で
あ
り
、
専
修
念
仏
の
独
自
性
が
さ
ら
に
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
に
気

親
鸞
の
仏
道
（
一
）

　
　
　
　
～
慈
悲
実
践
道
と
し
て
の
把
握
～

宇

治

和

貴



六
二

づ
か
な
か
っ
た
の
は
、
専
修
念
仏
の
思
想
分
析
の
不
十
分
さ
に
一
つ
の
要
因
が
あ

る
が
、
そ
れ
以
上
に
顕
密
仏
教
の
思
想
と
論
理
を
積
極
的
に
解
明
し
よ
う
と
は
し

て
こ
な
か
っ
た
点
に
最
大
の
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
問
題
意
識
か

ら
、
③
通
俗
的
仏
教
観
・
共
同
規
範
と
し
て
の
宗
教
観
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の

必
要
性
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
歴
史
状
況
の
相
対
的
把
握
の
下
で
、
各
々
の

思
想
家
の
思
想
と
そ
の
果
た
し
た
意
義
を
位
置
づ
け
る
作
業
が
必
要
で
あ
る
こ
と

を
、

各
々
の
思
想
家
が
現
存
す
る
世
界
に
対
し
て
ど
う
い
う
姿
勢
を
と
る
に
せ

よ
、
意
識
的
に
で
あ
れ
、
無
意
識
的
に
で
あ
れ
、
こ
れ
ら
と
の
関
わ
り
な
し

に
思
想
を
形
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
私
た
ち
が

思
想
家
を
位
置
づ
け
る
際
に
は
、
思
想
家
そ
の
人
に
直
接
向
か
う
前
に
、
彼

が＜

内
―
存
在＞

せ
し
め
ら
れ
て
い
た
歴
史
思
想
史
的
背
景
を
解
明
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
述
べ
て
い
る
。
平
は
こ
こ
で
黒
田
俊
雄
の
顕
密
体
制
論
を
承
け
、
宗
派
史
的
方

法
か
ら
脱
却
し
て
全
体
史
の
な
か
で
の
思
想
の
位
置
づ
け
を
行
っ
て
い
く
必
要
性

を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
政
治
・
宗
教
文
化
・
社
会
経
済
を
包
摂
し
た
中
世
理
解
を
示
し
た
黒
田
氏
の

学
説
を
批
判
的
に
継
承
し
よ
う
と
す
る
」
こ
と
を
研
究
の
目
的
と
し
て
位
置
付
け

て
い
る
上
島
亨
も
、
自
ら
の
基
本
的
な
立
場
を
述
べ
る
中
で
、

黒
田
氏
の
研
究
は
、
中
世
と
い
う
時
代
全
体
を
射
程
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
氏
が
描
く
歴
史
像
は
静
態
的
な
構

造
論
で
あ
り
、
例
え
ば
、
権
門
体
制
と
い
う
枠
組
み
に
最
も
適
合
す
る
の
は

院
政
期
・
鎌
倉
前
期
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、
構
造
論
ゆ
え
、
中
世
社
会

形
成
の
具
体
的
な
動
き
は
必
ず
し
も
明
解
で
は
な
い
３
。

と
し
、
黒
田
の
研
究
を
批
判
的
に
で
は
あ
れ
、
継
承
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ

と
を
明
か
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
中
世
史
研
究
に
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
、

困
難
は
承
知
の
う
え
で
、
ひ
と
り
の
研
究
者
が
一
人
の
人
物
を
描
こ
う
と
す

る
努
力
が
必
要
で
は
な
い
か
。
異
な
る
視
点
か
ら
の
個
別
実
証
を
い
く
ら
寄

せ
集
め
て
も
、
決
し
て
全
体
像
は
み
え
て
こ
な
い
。
そ
れ
は
、
時
代
・
社
会

な
ど
す
べ
て
の
分
野
に
当
て
は
ま
る
こ
と
だ
ろ
う
。（
中
略
）「
本
書
が
」
目

指
す
と
こ
ろ
は
、
既
存
の
歴
史
学
内
部
の
個
別
分
野
史
や
、
哲
学
・
史
学
・

文
学
と
い
う
枠
組
み
を
解
体
し
、
そ
れ
ら
を
包
摂
し
う
る
全
体
史
を
構
想
す

る
こ
と
に
あ
る
４
。

と
述
べ
て
い
る
。
上
島
は
、
顕
密
体
制
論
を
継
承
し
な
が
ら
、
中
世
社
会
の
宗
教

秩
序
を
規
定
し
て
い
た
神
祇
秩
序
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
様
々
な
分
野
史
の

垣
根
を
越
え
て
、
研
究
者
が
一
度
全
体
史
を
構
想
す
る
必
要
が
あ
る
と
も
主
張
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
方
法
的
課
題
を
抱
え
な
が
ら
、
国
家
支
配
に
有
効
に
作
用
し

て
き
た
宗
教
秩
序
の
解
明
に
取
り
組
み
、

日
本
の
神
々
を
単
純
化
す
る
と
、

王
城
鎮
守

−

国
鎮
守

−

郡
鎮
守

−

当
庄
・
当
所
鎮
守

と
い
う
重
層
的
な
秩
序
と
な
り
、
こ
れ
は
ま
さ
に
本
章
で
明
ら
か
に
し
て
き

た
、
中
央
と
国
家
が
密
接
に
連
関
し
た
宗
教
秩
序
の
全
構
造
を
示
す
も
の
と

い
っ
て
よ
い
。
し
か
も
、
こ
れ
は
単
な
る
神
々
の
世
界
の
秩
序
で
は
な
い
。

上
界
に
は
、
梵
天
・
帝
釈
天
・
四
天
王
な
ど
仏
界
の
護
持
神
が
置
か
れ
、
下

界
の
日
本
の
神
々
と
あ
わ
せ
て
、
全
体
で
仏
教
世
界
を
守
護
す
る
と
い
う
形

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ふ
た
つ
の
罰
文
が
示
す
の
は
、
仏
教
を
媒
介
と



六
三

し
た
日
本
の
神
々
の
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
本
章
で
解
明
し
た
、
二
十
一

社
で
神
仏
習
合
を＜

規
範＞

と
し
て
、
国
内
諸
社
で
講
経
法
会
を
行
う
こ
と

に
よ
り
で
き
た
国
内
宗
教
秩
序
形
成
の
歴
史
過
程
と
見
事
に
合
致
す
る
の
で

あ
る
。（
中
略
）
い
ず
れ
に
せ
よ
、
起
請
文
に
描
か
れ
る
神
々
の
世
界
が
決

し
て
理
念
的
な
も
の
で
は
な
く
、
中
央
・
国
内
の
宗
教
秩
序
の
全
体
構
造
と

そ
の
形
成
の
歴
史
過
程
と
を
、
実
に
的
確
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
重
要
で
あ
る
５
。

と
、
当
時
、
民
衆
の
間
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
「
起
請
文
」
を
手
掛
か
り
に
結
論

を
導
き
出
し
、中
世
の
支
配
秩
序
を
検
証
し
た
結
果「
仏
教
世
界
を
守
護
す
る
神
々

が
描
か
れ
て
お
り
、
仏
教
を
媒
介
と
し
た
日
本
の
神
々
の
世
界
と
連
関
し
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
神
々
と
仏
と
が
一
体
と
な
っ
た
世
界
観
を
、
民
衆
レ

ベ
ル
ま
で
が
受
容
し
た
の
は
、
顕
教
法
会
の
魅
力
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
」
こ
と
を

指
摘
し
た
上
で
、
中
世
国
家
・
王
権
が
強
固
な
民
衆
基
盤
を
宗
教
政
策
と
連
動
す

る
こ
と
で
手
に
入
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
研
究
は
、
黒
田
の
顕

密
体
制
論
で
は
不
足
し
て
い
た
、
民
衆
ま
で
を
も
含
む
時
代
状
況
を
作
る
人
々
の

間
に
お
い
て
、
具
体
的
な
支
配
が
い
か
な
る
形
で
宗
教
と
結
び
つ
き
展
開
し
て
い

た
か
を
明
確
化
し
た
、
重
要
な
研
究
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
顕
密
体
制

論
を
批
判
的
に
取
り
扱
い
つ
つ
、
不
足
し
て
い
る
部
分
を
抽
出
し
補
っ
て
い
く
議

論
は
佐
藤
弘
夫
６
等
に
よ
っ
て
も
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
政

治
と
宗
教
、
特
に
既
成
仏
教
教
団
と
が
一
体
と
な
っ
て
民
衆
を
支
配
す
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
し
て
、
有
効
に
機
能
し
て
い
た
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
成
果

を
示
し
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。以
上
の
よ
う
な
研
究
概
要
だ
け
を
見
て
も
、

最
近
の
中
世
宗
教
史
研
究
に
お
い
て
は
、平
の
指
摘
を
受
け
、政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
宗
教
支
配
の
関
係
性
の
把
握
や
、
そ
の
中
で
の
思
想
家
の
位
置
づ
け
な
ど
に
お

い
て
有
効
な
議
論
が
多
々
提
出
さ
れ
て
き
て
い
る
状
況
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
７
。

二
、

　

こ
う
し
た
研
究
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
あ
る
問
題
点
が
浮
上
し
て
く
る
。
現
在

の
研
究
状
況
に
お
い
て
全
体
像
を
求
め
る
傾
向
が
強
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
課

題
を
克
服
す
る
意
味
で
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
体
像
を
求
め
す
ぎ

る
あ
ま
り
、
各
宗
派
そ
れ
ぞ
れ
が
、
各
々
を
取
り
巻
く
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
状
況
の

な
か
で
い
か
な
る
位
置
や
意
義
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
、

と
い
っ
た
研
究
作
業
が
退
潮
傾
向
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

宗
教
史
研
究
に
お
い
て
宗
派
性
が
強
調
さ
れ
る
あ
ま
り
、
歴
史
状
況
が
見
落
と

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
逆
の
状
況
は
許
さ

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
黒
田
俊
雄
は
、

私
見
か
ら
す
れ
ば
、
宗
派
的
立
場
は
す
べ
て
単
純
に
拒
否
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
は
な
く
、
そ
の
正
し
い
あ
り
方
（
も
し
あ
り
う
る
も
の
な
ら
ば
）
に
お
い

て
尊
重
さ
る
べ
き
性
格
と
意
味
を
も
つ
と
お
も
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
単
純
な

否
定
や
、
無
関
係
を
装
う
態
度
に
こ
そ
、
現
状
に
お
け
る
重
要
問
題
が
伏
在

し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
中
略
）
け
だ
し
、
信
仰
が
あ
り
さ
ら
に

は
宗
派
が
あ
る
の
が
現
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
信
仰
に
支
え
ら
れ
つ
つ
研

究
が
お
し
す
す
め
ら
れ
て
当
然
で
あ
ろ
う
。す
べ
て
学
問
的
と
い
う
こ
と
が
、

研
究
者
の
主
体
的
立
場
に
も
と
づ
く
課
題
を
没
却
す
る
こ
と
で
な
い
以
上
、



六
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仏
教
者
が
宗
派
性
を
あ
い
ま
い
に
す
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
。
ド
グ
マ
と

し
て
の
権
威
を
負
う
の
で
は
な
く
、
個
人
の
生
を
か
け
て
の
真
実
の
追
求
と

発
言
こ
そ
が
望
ま
し
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
気
迫
が
宗
門
に
属
す
る

研
究
者
に
必
ず
し
も
旺
盛
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
は
、
か
え
っ
て
、
過
去

の
瓦
解
の
な
か
の
遺
産
に
依
存
す
る
こ
と
か
ら
脱
却
し
き
っ
て
い
な
い
教
団

の
現
状
を
、
反
映
し
て
い
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
８
。

と
、「
宗
派
史
的
立
場
」
に
つ
い
て
「
正
し
い
あ
り
方
に
お
い
て
」
と
い
う
条
件

付
き
で
は
あ
る
が
、「
尊
重
さ
る
べ
き
性
格
と
意
味
を
持
つ
」
も
の
が
あ
り
「
信

仰
に
支
え
ら
れ
つ
つ
研
究
が
推
し
進
め
ら
れ
て
当
然
で
あ
」
る
と
の
指
摘
を
し
て

い
る
。
確
か
に
、「
ド
グ
マ
と
し
て
の
権
威
」
に
沿
っ
て
行
う
の
で
は
な
く
、「
個

人
の
生
を
か
け
て
の
真
実
の
追
求
と
発
言
こ
そ
が
望
ま
し
い
」
こ
と
は
前
提
と
な

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
上
で
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
多
く
の
課
題
を
克
服
す

る
形
で
の
、
新
た
な
宗
派
史
の
在
り
方
が
模
索
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
て
く
る
の
だ
９
。

　

筆
者
の
考
え
る
新
た
な
宗
派
史
と
は
、
ま
ず
、
宗
派
と
歴
史
と
の
本
来
的
関
係

性
の
在
り
方
を
、宗
祖
の
信
仰
内
容
と
歴
史
状
況
と
の
関
係
性
に
求
め
る
こ
と
で
、

宗
派
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
上
で
の
意
義
や
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
を
必
要
と
す

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
各
宗
派
宗
祖
の
仏
教
理
解
が
、
ど
の
よ
う
な
内
実
で
あ
っ
た

か
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
祖
が
抱
え
た
状
況
下
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
方
と
な
っ
た

か
を
検
証
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
例
え
ば
、
浄
土
真
宗
の
場
合
は
宗
祖
で
あ

る
親
鸞
の
信
仰
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
信
仰
か
ら
必
然
と
し
て
と
っ
た
社
会

的
立
場
を
権
力
と
の
関
係
性
な
ど
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
浄
土
真
宗
教
団

の
歴
史
的
意
義
を
明
確
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
作
業
に
よ
り
、
各
宗
派
が
そ
の
後
保
持
す
べ
き
で
あ
っ
た
歴
史
性
（
歴
史

的
立
場
）
の
原
則
を
導
き
出
し
た
上
で
、
各
宗
祖
の
示
し
た
原
則
と
宗
祖
以
降
の

宗
派
の
歴
史
と
の
距
離
を
検
証
し
た
結
果
が
集
積
さ
れ
て
い
く
も
の
を
、
新
た
な

宗
派
史
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
意
識
を
真
宗
で
置
換
す
る
な
ら
ば
、
親
鸞
の
歴
史
状
況
下
で
の

生
き
方
が
ど
の
よ
う
な
信
仰
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
、
親
鸞
の
い
う
「
信
」
が
歴
史
社
会
に
お
い
て
い
か
な
る
原
則
を
持
つ
も

の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
、

そ
の
後
の
宗
派
と
し
て
の
浄
土
真
宗
の
歴
史
が
親
鸞
の
説
い
た
「
信
」
と
ど
の
よ

う
な
距
離
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
を
検
証
し
蓄
積
さ
れ
る
成
果
を
、
宗
派
史
と

位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
想
定
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
発
想
の
下
、
真
宗
の
原
則
を
明
確
化
す
る
た
め
に
も
、
本
論
に
お
い

て
は
親
鸞
に
お
い
て
、具
体
的
歴
史
社
会
に
お
け
る
仏
教
者
と
し
て
の
生
き
方「
仏

道
10
」
が
い
か
な
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
を
、
以
下
確
認
し
て
い
き
た

い
。　

三
、

　

あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な
く
、
親
鸞
は
自
ら
の
仏
道
を
本
願
力
回
向
に

よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、『
教
行
証
文
類
』「
教
巻
」
冒

頭
で
、つ

つ
し
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、二
種
の
回
向
あ
り
。
一
つ
に
は
往
相
、

二
つ
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
11
。
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と
い
う
よ
う
に
、
浄
土
真
宗
が
往
相
と
還
相
の
二
種
の
回
向
よ
り
成
立
す
る
仏
道

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
、「
真
実
の
教
行
信
証
」
に
つ
い
て
は
、「
証

巻
」
で
、

そ
れ
真
宗
の
教
行
信
証
を
案
ず
れ
ば
、
如
来
の
大
悲
回
向
の
利
益
な
り
。
ゆ

ゑ
に
、
も
し
は
因
、
も
し
は
果
、
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の

回
向
成
就
し
た
ま
へ
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
。
因
、
浄

な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
果
ま
た
浄
な
り
。
知
る
べ
し
と
な
り
12
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
真
実
の
教
行
信
証
」
が
、「
如
来
の
大
悲
回

向
の
利
益
」
と
し
て
信
仰
主
体
の
う
え
で
成
立
す
る
と
の
認
識
を
保
持
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
上
で
、
親
鸞
に
お
け
る
仏
道
の
成
立
そ
の
も
の
が
「
阿
弥

陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
」し
た
結
果
と
し
て
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
親
鸞
に
お
け
る
、
す
べ
て
の
利
益
が
如
来
よ
り
回
向
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
い
っ
た
理
解
は
首
尾
一
貫
し
て
お
り
、「
行
巻
」「
正
信
偈
」の
な
か
で
も
、

曇
鸞
の
『
論
註
』
を
讃
え
る
な
か
で
、

往
還
の
回
向
は
他
力
に
よ
る
。
正
定
の
因
は
た
だ
信
心
な
り
。
惑
染
の
凡
夫
、

信
心
発
す
れ
ば
、
生
死
す
な
は
ち
涅
槃
な
り
と
証
知
せ
し
む
。
か
な
ら
ず
無

量
光
明
土
に
至
れ
ば
、
諸
有
の
衆
生
み
な
あ
ま
ね
く
化
す
と
い
へ
り
13
。

と
述
べ
、「
正
定
の
因
は
た
だ
信
心
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
煩
悩
の
只
中
に

あ
る
凡
夫
が
信
心
を
起
こ
す
こ
と
は「
生
死
す
な
は
ち
涅
槃
」で
あ
る
こ
と
を「
証

知
」
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
、

無
死
流
転
の
苦
を
す
て
て
、
無
上
涅
槃
を
期
す
る
こ
と
、
如
来
二
種
の
回
向

の
、
恩
徳
ま
こ
と
に
謝
し
が
た
し
14

と
述
べ
て
い
る
こ
と
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
親
鸞
に
お
い
て
如
来
回
向
の
信
が
成

立
す
る
と
い
う
経
験
は
、
本
来
、
自
覚
で
き
ず
に
い
た
は
ず
の
「
無
死
流
転
の
苦

を
」
苦
と
認
識
し
、
そ
の
苦
の
世
界
に
埋
没
す
る
こ
と
な
く
「
無
上
涅
槃
を
期
す

る
」
主
体
と
な
っ
た
と
い
う
経
験
で
あ
り
、「
生
死
す
な
は
ち
涅
槃
」
と
い
う
自

覚
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

親
鸞
は
、
こ
の
如
来
回
向
に
よ
り
成
立
す
る
仏
道
を
、
規
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、

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
15
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
真
実
信
心
へ
の
理
解
を
「
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
」
と
展
開
し
て

お
り
、
願
作
仏
心
（
仏
に
な
ら
ん
と
願
ふ
こ
こ
ろ
16
）
が
、
度
衆
生
心
（
衆
生
を

わ
た
す
こ
こ
ろ
17
）
と
い
う
側
面
を
併
せ
持
ち
、
す
べ
て
の
衆
生
を
安
楽
浄
土
に

生
ま
れ
さ
せ
た
い
と
願
う
心
で
あ
る
か
ら
、大
菩
提
心
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
し
て
、「
大
慈
悲
は
こ
れ
仏
道
の
正
因
な
る
が
ゆ
ゑ
に
」
と
し
て
、
親
鸞
に
お

け
る
仏
道
と
は
大
慈
悲
を
回
向
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
親
鸞
は
「
本
願
力
回
向
の
信
心
」
に
よ
っ
て

現
生
で
必
ず
成
立
す
る
十
種
の
利
益
を
、

な
に
も
の
か
十
と
す
る
。
一
つ
に
は
冥
衆
護
持
の
益
、
二
つ
に
は
至
徳
具
足
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の
益
、
三
つ
に
は
転
悪
成
善
の
益
、
四
つ
に
は
諸
仏
護
念
の
益
、
五
つ
に
は

諸
仏
称
讃
の
益
、
六
つ
に
は
心
光
常
護
の
益
、
七
つ
に
は
心
多
歓
喜
の
益
、

八
つ
に
は
知
恩
報
徳
の
益
、
九
つ
に
は
常
行
大
悲
の
益
、
十
に
は
正
定
聚
に

入
る
益
な
り
18
。

と
説
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
九
つ
目
の
利
益
と
し
て
「
常
行
大

悲
の
益
」
を
挙
げ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
生
で
正
定
聚
に
入
っ

た
主
体
に
お
い
て
は
、
常
に
大
悲
を
行
じ
よ
う
と
願
う
主
体
と
な
る
利
益
が
必
ず

お
こ
る
と
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
大
悲
心
が
回
向
さ
れ
る
信
心
に
よ
っ
て

成
立
す
る
利
益
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
先
ほ
ど
の
「
大
慈
悲
は
こ
れ
仏
道
の
正
因

な
る
が
ゆ
ゑ
に
」
と
い
う
説
示
と
併
せ
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
大

慈
悲
は
こ
れ
仏
道
の
正
因
な
る
が
ゆ
ゑ
に
」
と
い
う
部
分
だ
け
を
読
め
ば
、
慈
悲

を
行
じ
る
主
体
が
如
来
で
あ
る
よ
う
な
錯
覚
を
起
こ
す
の
で
あ
る
が
、
実
は
、
如

来
の
慈
悲
は
煩
悩
具
足
の
衆
生
を
し
て
「
安
楽
浄
土
に
生
ぜ
し
む
る
」
と
の
願
い

を
起
こ
し
（
願
作
仏
心
）、
そ
れ
は
同
時
に
「
常
行
大
悲
」（
度
衆
生
心
）
を
願
い

な
が
ら
生
き
る
主
体
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
親
鸞
に
お
い
て
如

来
の
回
向
は
、
大
慈
悲
を
行
じ
る
主
体
を
成
立
さ
せ
る
は
た
ら
き
と
し
て
理
解
さ

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
虚
仮
な
る
世
に
お
い
て
仏
道
の
正
因
で
あ
る
大

慈
悲
を
行
じ
よ
う
と
願
う
主
体
を
成
立
さ
せ
る
が
ゆ
え
に
、
大
菩
提
心
で
あ
る
と

理
解
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
親
鸞
に
お
け
る
仏
道
の
成
立
と
は
、
大
慈
悲
を
行
じ
る
主
体
が
成
立

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
親
鸞
に
お
け
る
信

と
は
菩
提
心
に
も
と
づ
い
た
慈
悲
の
実
践
を
も
た
ら
す
根
拠
と
理
解
さ
れ
て
お

り
、
信
と
実
践
は
不
離
な
も
の
と
の
認
識
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　

こ
の
菩
提
心
に
つ
い
て
、
親
鸞
は
、

正
法
の
時
機
と
お
も
へ
ど
も　

底
下
の
凡
愚
と
な
れ
る
身
は　

清
浄
真
実
の

こ
こ
ろ
な
し　

発
菩
提
心
い
か
が
せ
ん

自
力
聖
道
の
菩
提
心　

こ
こ
ろ
も
こ
と
ば
も
お
よ
ば
れ
ず　

常
没
流
転
の
凡

愚
は　

い
か
で
か
発
起
せ
し
む
べ
き

三
恒
河
沙
の
諸
仏
の　

出
世
の
み
も
と
に
あ
り
し
と
き　

大
菩
提
心
お
こ
せ

ど
も　

自
力
か
な
は
で
流
転
せ
り
19

と
自
ら
の
発
想
と
し
て
菩
提
心
を
発
す
る
こ
と
の
不
可
能
さ
を
述
べ
て
お
り
、
不

可
発
菩
提
心
存
在
と
し
て
の
自
己
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
20
。
こ
こ

で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
自
力
で
の
菩
提
心
の
成
立
を
否
定
し
て

い
る
こ
と
が
、
菩
提
心
の
成
立
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
は
自
力
で
は
不
可
発
な
菩
提
心
だ
が
、
本
願
力
回
向
さ
れ

る
こ
と
で
成
立
す
る
も
の
だ
と
、
経
験
を
通
し
た
事
実
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
理
解
を
、

し
か
る
に
菩
提
心
に
つ
い
て
二
種
あ
り
。
一
つ
に
は
竪
、二
つ
に
は
横
な
り
。

ま
た
竪
に
つ
い
て
ま
た
二
種
あ
り
。
一
つ
に
は
竪
超
、二
つ
に
は
竪
出
な
り
。

竪
超
・
竪
出
は
権
実
・
顕
密
・
大
小
の
教
に
明
か
せ
り
。
歴
劫
迂
回
の
菩
提

心
、自
力
の
金
剛
心
、菩
薩
の
大
心
な
り
。ま
た
横
に
つ
い
て
ま
た
二
種
あ
り
。

一
つ
に
は
横
超
、
二
つ
に
は
横
出
な
り
。
横
出
と
は
、
正
雑
・
定
散
、
他
力

の
な
か
の
自
力
の
菩
提
心
な
り
。
横
超
と
は
、
こ
れ
す
な
は
ち
願
力
回
向
の

信
楽
、
こ
れ
を
願
作
仏
心
と
い
ふ
。
願
作
仏
心
す
な
は
ち
こ
れ
横
の
大
菩
提

心
な
り
。
こ
れ
を
横
超
の
金
剛
心
と
名
づ
く
る
な
り
21
。
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と
い
っ
た
、
菩
提
心
へ
の
理
解
と
し
て
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
菩
提
心
を
二

種
に
分
け
、
自
力
の
菩
提
心
と
他
力
の
菩
提
心
と
が
あ
る
と
述
べ
る
。
最
終
的
に

は
「
願
力
回
向
の
信
楽
」
と
し
て
菩
提
心
が
成
立
し
、そ
れ
は
「
横
超
の
金
剛
心
」

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
親
鸞
は
「
横
超
の
金
剛
心
」
の
意
味
と
し
て
、

他
力
回
向
に
よ
っ
て
願
作
仏
心
・
度
衆
生
心
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
ゆ
え
に
親
鸞
は
、そ
も
そ
も
自
力
か
ら
は
成
立
し
え
な
い
「
仏
道
」
で
あ
る
、

「
願
作
仏
心
」「
度
衆
生
心
」
を
中
心
と
し
た
利
他
的
生
き
方
の
根
拠
と
し
て
、
菩

提
心
を
押
さ
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、

　

な
ぜ
親
鸞
は
こ
れ
ほ
ど
他
力
の
菩
提
心
と
い
う
点
と
、
そ
の
構
造
の
解
明
に
執

拗
に
こ
だ
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
へ
の
回
答
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ

と
は
、
古
く
は
田
中
久
夫
の
「
親
鸞
が
「
浄
土
の
大
菩
提
心
」（『
正
像
末
和
讃
』）

と
い
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
こ
の
書
を
読
ん
だ
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ

る
22
。」
と
の
指
摘
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
明
恵
の
著
『
摧
邪
輪
』
へ
の
回
答

と
し
て
著
さ
れ
た
も
の
が
、
親
鸞
の
『
教
行
証
文
類
』
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
か

ら
特
に
菩
提
心
へ
の
解
釈
に
こ
だ
わ
っ
た
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

　

明
恵
は
『
摧
邪
輪
』
に
お
い
て
、
親
鸞
の
師
、
法
然
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』

に
対
し
て
『
一
向
専
修
宗
選
択
集
の
中
に
お
い
て
邪
を
摧
く
輪
』
と
題
し
、
そ
の

な
か
で
特
に
「
一
、
菩
提
心
を
撥
去
す
る
過
失
。
二
、
聖
道
門
を
以
て
群
賊
に
譬

ふ
る
過
失
」
等
を
挙
げ
て
批
判
し
て
い
る
。
特
に
法
然
が
、「
上
輩
の
文
の
中
に

念
仏
の
外
に
ま
た
捨
家
棄
欲
等
余
行
あ
り
。
中
輩
の
文
の
中
に
ま
た
立
塔
像
等
余

行
あ
り
。
下
輩
の
文
の
中
に
菩
提
心
等
の
余
行
あ
り
23
」
と
菩
提
心
を
位
置
づ
け

た
こ
と
を
う
け
て
、「
菩
提
心
が
撥
去
さ
れ
た
」
と
し
、

発
菩
提
心
は
、
是
れ
仏
道
の
正
因
、
こ
れ
大
声
な
り
。
専
念
弥
陀
は
、
是
れ

往
生
の
別
行
、
是
れ
業
声
な
り
。
汝
が
体
を
捨
て
て
業
を
取
る
は
、
火
を
離

れ
て
煙
を
求
む
る
が
如
し
。
咲
ふ
べ
し
咲
ふ
べ
し
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
こ

れ
ら
の
解
釈
の
文
は
、
皆
菩
提
心
に
お
い
て
は
、
置
い
て
こ
れ
を
論
ぜ
ず
、

た
だ
所
起
の
所
行
に
つ
い
て
こ
れ
を
判
ず
。
し
か
る
に
本
願
の
中
に
さ
ら
に

菩
提
心
等
の
余
行
な
し
と
言
ふ
は
何
が
故
ぞ
。
第
十
九
の
願
に
云
く
、「
発

菩
提
心
、
修
諸
功
徳
」
等
と
云
々
。
是
れ
あ
に
本
願
に
あ
ら
ず
や
。
発
菩
提

心
の
言
、
処
々
に
位
置
に
あ
ら
ず
。
た
と
ひ
四
十
八
願
の
中
に
菩
提
心
の
名

言
な
し
と
雖
も
、
是
れ
仏
道
の
正
因
な
る
が
故
に
、
始
め
て
こ
れ
を
説
く
に

あ
ら
ざ
る
べ
し
。
し
か
る
に
菩
提
心
に
お
い
て
余
の
字
を
用
ゐ
る
、
甚
だ
吁

吁
た
る
か
な
。
浄
土
の
祖
師
、
ま
た
大
菩
提
心
を
以
て
本
願
と
す
と
判
ず
る

あ
り
24

と
激
し
く
批
判
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
明
恵
が
依
拠
す
る
『
華
厳
経
』
を
は
じ
め
と

し
て
、
法
然
が
師
と
慕
う
善
導
も
『
観
経
疏
』
な
ど
で
、
仏
教
者
の
条
件
と
し
て

自
他
と
も
に
菩
提
心
を
発
し
て
、
安
楽
国
に
往
生
し
よ
う
と
呼
び
か
け
て
い
る
25

こ
と
を
指
摘
し
て
専
修
念
仏
を
論
理
的
に
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
明

恵
は
、
様
々
な
教
説
を
あ
げ
て
道
綽
・
善
導
な
ど
の
浄
土
教
の
祖
師
た
ち
も
、
仏

道
に
お
け
る
菩
提
心
を
発
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
法
然
は
無
視
し
て
い
る
の
で
浄
土
教
の
祖
師
た
ち
の
流
れ
に
も
反
し
て
い
る

と
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
明
恵
の
批
判
を
受
け
て
、
親
鸞
は
『
教
行
証
文
類
』
に
お
い
て
反
批
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判
を
展
開
し
、
特
に
浄
土
の
大
菩
提
心
を
浄
土
宗
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
る
か
と
い
っ
た
課
題
が
中
心
と
な
り
、
論
が
展
開
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
は
、『
教

行
証
文
類
』
執
筆
理
由
の
全
て
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
も
の
の
、
そ
の
一
つ
と

し
て
は
首
肯
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
親
鸞
が
「
菩
提
心
」
を
仏
道
修
行

の
根
拠
と
し
て
捉
え
て
い
た
点
は
明
恵
と
共
通
す
る
が
、
そ
れ
が
自
力
の
う
ち
か

ら
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
た
点
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
と
な

り
、
親
鸞
が
「
本
願
力
回
向
」
や
「
他
力
の
信
」
を
こ
と
さ
ら
強
調
し
た
理
由
が

こ
こ
に
見
出
せ
る
。
親
鸞
は
仏
道
の
実
践
を
「
自
力
」
と
し
て
否
定
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
親
鸞
は
、
自
力
の
う
ち
か
ら
は

成
立
す
る
は
ず
の
な
い
「
常
行
大
悲
」
や
「
度
衆
生
心
」
の
実
践
を
願
う
と
い
う

経
験
を
し
て
い
た
。
そ
の
経
験
の
根
拠
を
「
他
力
回
向
の
信
」
と
位
置
付
け
て
理

解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
親
鸞
の
他
力
理
解
の
内
実
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
端
的
に
示
す
の
が
、『
唯
心
鈔
文
意
』
の
な
か
で
示
さ
れ

た
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
他
力
の
菩
提
心
＝
信
心
を
え
た
人
を
、「
諸
仏
と
ひ

と
し
き
ひ
と
」
と
教
示
し
、
そ
の
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
は
ざ
れ
ば
阿
弥
陀
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
る
」
と
、
光

明
寺
の
和
尚
は
の
た
ま
へ
り
。
こ
の
一
心
は
横
超
の
信
心
な
り
。
横
は
よ
こ

さ
ま
と
い
ふ
、
超
は
こ
え
て
と
い
ふ
。
よ
ろ
づ
の
法
に
す
ぐ
れ
て
、
す
み
や

か
に
疾
く
生
死
海
を
こ
え
て
仏
果
に
い
た
る
が
ゆ
ゑ
に
超
と
申
す
な
り
。
こ

れ
す
な
は
ち
大
悲
誓
願
力
な
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。
こ
の
信
心
は
摂
取
の
ゆ
ゑ
に

金
剛
心
と
な
れ
り
。
こ
れ
は
『
大
経
』
の
本
願
の
三
信
心
な
り
。
こ
の
真
実

信
心
を
、
世
親
菩
薩
は
「
願
作
仏
心
」
と
の
た
ま
へ
り
。
①
こ
の
信
楽
は
仏

に
な
ら
ん
と
ね
が
ふ
と
申
す
こ
こ
ろ
な
り
。
こ
の
願
作
仏
心
は
す
な
は
ち
度

衆
生
心
な
り
。
こ
の
度
衆
生
心
と
申
す
は
、
す
な
は
ち
衆
生
を
し
て
生
死
の

大
海
を
わ
た
す
こ
こ
ろ
な
り
。
こ
の
信
楽
は
衆
生
を
し
て
無
上
涅
槃
に
い
た

ら
し
む
る
心
な
り
。
こ
の
心
す
な
は
ち
大
菩
提
心
な
り
、大
慈
大
悲
心
な
り
。

こ
の
信
心
す
な
は
ち
仏
性
な
り
、
す
な
は
ち
如
来
な
り
。
こ
の
信
心
を
う
る

を
慶
喜
と
い
ふ
な
り
。
②
慶
喜
す
る
ひ
と
は
諸
仏
と
ひ
と
し
き
ひ
と
と
な
づ

く
。
慶
は
よ
ろ
こ
ぶ
と
い
ふ
、
信
心
を
え
て
の
ち
に
よ
ろ
こ
ぶ
な
り
。
喜
は

こ
こ
ろ
の
う
ち
に
よ
ろ
こ
ぶ
こ
こ
ろ
た
え
ず
し
て
つ
ね
な
る
を
い
ふ
。
う
べ

き
こ
と
を
え
て
の
ち
に
、
身
に
も
こ
こ
ろ
に
も
よ
ろ
こ
ぶ
こ
こ
ろ
な
り
。
信

心
を
え
た
る
ひ
と
を
ば
、「
分
陀
利
華
」
と
の
た
ま
へ
り
。
こ
の
信
心
を
え

が
た
き
こ
と
を
、『
経
』
に
は
「
極
難
信
法
」
と
の
た
ま
へ
り
。
し
か
れ
ば
、

『
大
経
』
に
は
、「
若
聞
斯
経　

信
楽
受
持　

難
中
之
難　

無
過
此
難
」
と
を

し
へ
た
ま
へ
り
。
こ
の
文
の
こ
こ
ろ
は
、「
も
し
こ
の
経
を
聞
き
て
信
ず
る

こ
と
、
難
き
が
な
か
に
難
し
、
こ
れ
に
す
ぎ
て
難
き
こ
と
な
し
」
と
の
た
ま

へ
る
御
の
り
な
り
。
釈
迦
牟
尼
如
来
は
、
五
濁
悪
世
に
出
で
て
こ
の
難
信
の

法
を
行
じ
て
無
上
涅
槃
に
い
た
る
と
説
き
た
ま
ふ
26
。（
加
下
線
：
筆
者
）

　

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
①
で
は
、
仏
に
な
ろ
う
と
願
う

心
「
願
作
仏
心
」
は
、
衆
生
を
救
お
う
と
願
う
心
「
度
衆
生
心
」
だ
と
し
て
、
そ

の
よ
う
な
心
を
菩
提
心
だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
親
鸞
が
他
力
の
菩
提
心
＝

信
を
得
て
、
利
他
的
生
き
方
を
志
す
こ
と
が
成
立
す
る
経
験
を
、
死
後
で
は
な
く

現
在
の
生
の
時
点
で
考
え
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
さ
ら
に
②
で
は
、
信
心

を
得
た
人
間
は
「
諸
仏
と
ひ
と
し
き
ひ
と
と
」
と
な
り
「
よ
ろ
こ
ぶ
」
こ
と
に
な

る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
も
死
後
で
の
出
来
事
で
は
な
く
、
現
生
で
の
経
験
と
し
て
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語
っ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
い
う
「
う
べ
き
こ
と
を
え

て
の
ち
に
、
身
に
も
こ
こ
ろ
に
も
よ
ろ
こ
ぶ
こ
こ
ろ
」
と
の
経
験
は
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
救
わ
れ
た
自
覚
と
経
験
へ
の
よ
ろ
こ
び
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
親
鸞
に

お
い
て
、本
来
菩
提
心
を
発
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
存
在
が
、弥
陀
の
回
向
に
よ
っ

て
菩
提
心
が
成
立
し
、
そ
の
結
果
、
度
衆
生
心
・
願
作
仏
心
を
も
っ
て
生
き
る
こ

と
で
、
大
慈
大
悲
を
行
じ
る
こ
と
き
わ
も
な
い
存
在
と
な
る
こ
と
が
、
仏
道
を
歩

む
者
の
証
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
「
う
べ
き
こ
と
を
え
」
た
経
験
と

し
て
の
よ
ろ
こ
び
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
の
救
済
理
解
は
、

自
我
の
延
長
線
上
に
設
定
さ
れ
る
自
我
充
足
型
で
は
な
く
、
人
間
の
自
我
が
破
ら

れ
て
、
菩
提
心
が
成
立
す
る
こ
と
で
志
さ
れ
る
「
大
悲
」
の
実
践
を
志
向
す
る
生

き
方
を
え
た
「
よ
ろ
こ
」
び
と
、
そ
の
完
全
実
現
不
可
な
る
こ
と
を
知
る
慚
愧
の

経
験
と
と
も
に
成
立
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
構
造
を
さ
ら
に
確
証
づ
け
る
た
め
に
、
親
鸞
が
仏
弟
子
の
姿
を
ど
の

よ
う
な
も
の
と
認
識
し
て
い
た
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

紙
幅
の
都
合
上
次
の
論
に
残
し
た
い
。

五
、

　

こ
れ
ま
で
本
論
に
て
、
親
鸞
に
お
け
る
「
仏
道
」
は
、
他
力
の
信
に
よ
り
大
慈

悲
を
行
じ
る
こ
と
を
志
向
す
る
利
他
的
主
体
が
成
立
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い

た
こ
と
。
更
に
こ
の
信
が
、
利
他
的
実
践
を
志
向
す
る
主
体
を
成
立
さ
せ
る
も
の

だ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
自
力
に
よ
る
実
践
の
不
可
な
る
存
在
と
い
う
認
識
を
も
た
ら

し
、
他
力
の
仏
願
に
順
じ
る
生
き
方
を
成
立
さ
せ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

ゆ
え
に
、
他
力
の
信
が
唯
一
、
末
法
悪
世
に
お
け
る
救
い
へ
の
道
だ
と
親
鸞
は

理
解
し
た
。
自
力
に
よ
る
慈
悲
の
実
践
を
完
全
に
否
定
し
、
そ
の
上
で
極
悪
の
衆

生
に
大
悲
を
行
じ
る
こ
と
を
志
向
さ
せ
る
他
力
の
信
に
よ
っ
て
し
か
本
来
の
仏
教

が
歴
史
上
に
は
成
立
し
え
な
い
こ
と
を
、
親
鸞
は
歴
史
状
況
下
に
お
け
る
様
々
な

具
体
的
経
験
か
ら
認
識
し
て
い
た
。
そ
う
で
あ
っ
た
が
故
に
、
親
鸞
に
と
っ
て
の

「
仏
道
」
が
、
常
に
世
間
的
価
値
観
に
没
落
し
な
い
主
体
を
成
立
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
も
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
課
題
を
継
続
し
て
、
展

開
し
て
い
く
た
め
に
も
、
先
に
も
述
べ
た
が
、
親
鸞
の
仏
弟
子
理
解
を
中
心
に
検

証
し
て
い
く
。

※
本
研
究
は
平
成
二
十
四
年
度
、
筑
紫
女
学
園
大
学
特
別
研
究
助
成
金
の
個
人
研

究
と
し
て
助
成
を
い
た
だ
い
た
研
究
成
果
の
一
部
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

１　

黒
田
俊
雄
『
日
本
中
世
の
国
家
と
仏
教
』（
一
九
七
五　

岩
波
書
店
）
に
よ
っ
て
提

示
さ
れ
た
、
中
世
史
全
体
を
把
握
す
る
視
点
。

２　

平
雅
行
「
中
世
史
研
究
の
課
題
」（『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』
一
九
九
五
塙
書
房
）

３　

上
島
亨
『
日
本
中
世
社
会
の
形
成
と
王
権
』（
二
〇
一
〇　

名
古
屋
大
学
出
版
会
）

４　

上
島
は
同
書
に
お
い
て
「
黒
田
敏
雄
氏
が
提
唱
す
る
顕
密
体
制
論
は
、
古
代
仏
教
と

中
世
仏
教
の
差
異
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
神
祇
へ
の
配
慮
を
示
す
も
の
の
、
仏

教
主
体
の
宗
教
史
叙
述
で
あ
る
。
中
世
仏
教
成
立
史
を
論
じ
る
上
で
は
、
先
行
し
て
確

立
を
遂
げ
る
神
祇
秩
序
の
包
摂
過
程
の
解
明
を
主
た
る
課
題
と
す
る
。」
と
、
黒
田
の
研

究
を
分
析
し
て
い
る
。



七
〇

５　

上
島
、
前
掲
著

６　

佐
藤
弘
夫
『
神
・
仏
・
王
権
の
中
世
』
一
九
九
八
、
法
蔵
館

７　

な
お
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
発
想
か
ら
、
顕
密
体
制
論
な
ど
で
描
か
れ
た
歴
史
像
や
思

想
家
像
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
研
究
が
、森
新
之
助
『
摂
関
院
政
期
の
政
治
と
宗
教
』（
二

〇
一
二　

縞
書
房
）
な
ど
で
昨
今
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
専
修
念
仏
弾
圧
が
思
想
弾

圧
で
は
な
か
っ
た
、
な
ど
の
議
論
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
平
雅
之
が
「
専
修
念

仏
の
弾
圧
を
め
ぐ
っ
て
―
思
想
弾
圧
否
定
論
の
破
綻
―
」（『
佛
教
史
学
研
究
』
第
五
六

巻
、二
〇
一
三
）
で
反
論
を
提
出
す
る
な
ど
、少
々
論
争
に
発
展
し
そ
う
で
あ
る
。
今
後
、

こ
の
議
論
に
筆
者
も
参
加
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

８　

黒
田
俊
雄
「
仏
教
史
研
究
の
方
法
と
成
果
」（『
黒
田
俊
雄
著
作
集　

第
二
巻　

顕
密

体
制
論
』
一
九
九
四
、
法
蔵
館
）

９　

こ
こ
で
黒
田
の
い
う
、「
正
し
い
あ
り
方
」と
は
ど
の
よ
う
な
在
り
方
な
の
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
問
題
は
残
る
が
、
そ
の
在
り
方
を
「
新
た
な
宗
派
史
」
の
方
法
と
解
し
て
検
討

し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

10 　
「
仏
道
」
は
各
仏
教
者
の
仏
教
把
握
内
容
が
、
生
き
方
に
反
映
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
具
体
的
歴
史
社
会
の
な
か
で
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
仏
道
」
を
歩
ん
で
い
る

自
覚
を
持
た
な
い
、仏
教
者
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、そ
こ
で
示
さ
れ
る
「
仏
道
」

の
内
容
は
必
然
的
に
仏
教
者
の
仏
教
理
解
と
不
可
分
の
関
係
を
も
つ
も
の
と
な
る
。

11　
『
教
行
証
文
類
』
第
一
巻
（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
一
巻
、
二
〇
〇
八
、
法
蔵
館
）

12　
『
教
行
証
文
類
』
第
一
巻
（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
一
巻
、
二
〇
〇
八
、
法
蔵
館
）

13　
『
教
行
証
文
類
』「
行
巻
」（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
一
巻
、
二
〇
〇
八
、
法
蔵
館
）

14　
『
正
像
末
和
讃
』（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
二
巻
、
二
〇
〇
八
、
法
蔵
館
）

15　
『
教
行
証
文
類
』「
信
巻
」（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
一
巻
、
二
〇
〇
八
、
法
蔵
館
）

16　
『
高
僧
和
讃
』（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
二
巻
、
二
〇
〇
八
、
法
蔵
館
）

17　
『
高
僧
和
讃
』（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
二
巻
、
二
〇
〇
八
、
法
蔵
館
）

18　
『
教
行
証
文
類
』「
行
巻
」（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
一
巻
、
二
〇
〇
八
、
法
蔵
館
）

19　
「
正
像
末
和
讃
」（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
二
巻
、
二
〇
〇
八
、
法
蔵
館
）

20　

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
は
、
自
力
で
は
菩
提
心
を
発
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、

阿
弥
陀
仏
の
菩
提
心
の
お
陰
で
仏
道
を
歩
め
る
と
い
っ
た
バ
ー
タ
ー
的
な
発
想
で
は
な

く
、
菩
提
心
を
持
っ
て
生
き
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
な
け
れ
ば
生
じ
な
い
思
考
で
あ

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

21　
『
教
行
証
文
類
』「
行
巻
」（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
一
巻
、
二
〇
〇
八
、
法
蔵
館
）

22　

田
中
久
夫
『
明
恵
』（
一
九
六
一
、
吉
川
弘
文
館
）
に
よ
れ
ば
、「『
摧
邪
輪
』
は
念

仏
者
の
間
に
も
よ
ま
れ
た
ら
し
い
。
例
え
ば
、
親
鸞
が
「
浄
土
の
大
菩
提
心
」（『
正
像

末
和
讃
』）
と
い
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
こ
の
書
を
読
ん
だ
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
考
え

ら
れ
る
。
更
に
親
鸞
の
『
愚
禿
鈔
』
は
『
摧
邪
輪
』
の
あ
げ
た
二
つ
の
問
題
点
に
、
そ

の
ま
ま
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。」
と
あ
る
。

23　
『
法
然
全
集
』
第
二
巻
、
二
〇
一
〇
、
春
秋
社

24　

明
恵
『
摧
邪
輪
』（『
鎌
倉
旧
仏
教　

日
本
思
想
大
系
十
五
』
所
収　

一
九
七
一
、

岩
波
書
店
）

25　

善
導
「
願
以
之
功
徳　

平
等
施
一
切　

同
発
菩
提
心　

往
生
安
楽
国
」（『
観
経
疏
』

玄
義
分　

浄
土
真
宗
聖
典
全
書
一
三
経
七
祖
篇
）

26　

親
鸞
『
唯
信
鈔
文
意
』（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
、
二
〇
〇
八
、
法
蔵
館
）

（
う
じ　

か
ず
た
か
：
人
間
科
学
部
人
間
関
係
専
攻　

講
師
）


