
﹇
講
演
記
録
﹈ 論

点
　
浄
土
真
宗
の
縦
糸
と
横
糸
 

　――
災
禍
に
あ
っ
て
僧
侶
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
――
 佐

々
木
義
英
 

は
じ
め
に
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
た
め
に
、
日
本
で
は
、
累
計
四
一
六
万
二
五
〇
六
人
が
罹
患
し
、
二
万
九
八
八
人
が
亡
く
な
っ
て

い
ま
す
。
一
方
、
世
界
で
は
、
四
億
一
七
七
三
万
一
九
五
五
人
が
罹
患
し
、
五
八
五
万
六
二
八
人
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
（
二
〇
二
二

年
二
月
一
八
日
現
在
）。
こ
の
よ
う
な
感
染
症
の
猛
威
に
さ
ら
さ
れ
る
前
ま
で
は
、
生
死
の
問
題
は
科
学
的
実
証
を
重
ん
じ
る
現
代
思
潮

の
陰
に
隠
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
、
そ
の
問
題
と
真
正
面
か
ら
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
下
に
あ
り
ま
す
。

他
人
事
で
は
な
く
、
紛
れ
も
な
く
こ
の
わ
た
し
が
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
決
し
て
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
生
死
の
問
題
で

す
。 ま

た
そ
れ
は
、
仏
教
の
、
浄
土
真
宗
の
、
真
価
が
問
わ
れ
る
事
態
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
論
で
は
、
先
ず
、
過
去

の
祖
師
方
の
時
代
背
景
と
し
て
、
道
綽
禅
師
（
五
六
二
│
六
四
五
）
と
親
鸞
聖
人
（
一
一
七
三
│
一
二
六
二
）
の
時
代
を
考
察
し
、
釈
尊

と
聖
人
の
出
家
の
動
機
に
つ
い
て
窺
い
、
次
い
で
、
阿
弥
陀
仏
と
わ
た
し
の
一
対
一
対
応
の
関
係
を
縦
糸
と
し
て
、
求
道
者
の
姿
勢
に
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つ
い
て
、
そ
し
て
、
念
仏
者
の
対
社
会
性
（
対
他
者
・
対
社
会
）
を
横
糸
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。 

第
一
章
　
時
代
背
景
 

　
　
第
一
節
　
道
綽
禅
師
の
時
代
 

歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
わ
た
し
た
ち
人
類
は
過
去
に
も
度
々
疫
病
に
苛
ま
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
一
四
世
紀
頃
に
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
黒
死
病
（
ペ
ス
ト
）
が
大
流
行
し
、
二
五
〇
〇
万
人
が
亡
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
、
一
九
一
八
年
に
は
ス
ペ
イ
ン
風
邪
で
四

〇
〇
〇
万
人
、
一
九
五
七
年
に
は
ア
ジ
ア
風
邪
で
二
〇
〇
万
人
、
一
九
六
八
年
に
は
香
港
風
邪
で
一
〇
〇
万
人
が
亡
く
な
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
九
八
〇
年
頃
に
は
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
根
絶
宣
言
を
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
は
天
然
痘
（
疱
瘡
）
が
世
界
の
あ
ち

こ
ち
で
周
期
的
に
流
行
し
、
夥
し
い
数
の
命
が
失
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
道
綽
禅
師
の
時
代
に
も
、
親
鸞
聖
人
の
時
代
に
も
、
天

然
痘
を
は
じ
め
と
す
る
病
苦
に
苛
ま
れ
て
い
ま
す
。
禅
師
も
聖
人
も
、
そ
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
悲
し
み
に
暮
れ
る
人
々
を
前
に
出
家
を

決
意
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

道
綽
禅
師
は
、
曇
鸞
大
師
の
故
郷
で
あ
る
山
西
省
の
代だ

い

県け
ん

の
南
、
汶ぶ

ん

水す
い

と
い
う
所
で
、
大
師
の
ご
往
生
か
ら
二
〇
年
後
の
五
六
二

年
、
北ほ

く

斉せ
い

と
い
う
国
で
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
間
、
中
国
の
北
方
の
王
朝
は
、
大
師
が
活
躍
さ
れ
て
い
た
北
魏
か
ら
、
西
魏

と
東
魏
に
分
裂
し
、
さ
ら
に
、
西
魏
は
北
周
に
、
東
魏
は
北ほ

く

斉せ
い

に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
め
ま
ぐ
る
し
く
移
り
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
。『
高
僧

伝
』
な
ど
に
よ
っ
て
推
測
し
ま
す
と
、
禅
師
の
幼
少
時
代
に
は
、
た
び
重
な
る
干
ば
つ
に
見
舞
わ
れ
、
農
作
物
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
受

け
る
と
と
も
に
、
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
蝗こ

う

害が
い

に
苛
ま
れ
、
国
中
の
人
々
が
飢
え
や
疫
病
に
苦
し
み
、
次
々
と
命
を
落
と
す
と
い

う
惨
事
が
起
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
青
年
時
代
に
は
、
豪
雨
に
よ
っ
て
河
川
が
氾
濫
し
、
家
も
食
物
も
、
す
べ
て
を
失
う
大
洪
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論点　浄土真宗の縦糸と横糸



水
に
襲
わ
れ
た
の
で
す
。
国
の
存
亡
に
か
か
わ
る
天
災
に
、
人
々
は
失
意
の
底
に
あ
っ
て
心
を
閉
ざ
し
て
い
る
時
代
で
あ
っ
た
よ
う
で

す
。 そ

し
て
、
禅
師
は
、
世
の
無
常
を
感
じ
、「
真
実
の
救
い
」
を
求
め
て
出
家
を
決
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
出
家
か
ら
間

も
な
く
、
大
き
な
悲
劇
が
禅
師
を
襲
い
ま
す
。
母
国
の
北
斉
が
西
隣
の
北
周
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
さ
ら
に
、
そ
の

皇
帝
に
武
帝
が
即
位
（
五
六
〇
│
五
七
八
）
す
る
と
、
仏
教
に
対
し
て
激
し
い
弾
圧
を
行
い
ま
し
た
。
仏
像
を
破
壊
し
、
あ
ら
ゆ
る
経

典
を
焼
き
払
い
、
寺
や
そ
の
土
地
ま
で
も
没
収
し
、
百
万
人
を
超
え
る
僧
侶
た
ち
を
、
強
制
的
に
還
俗
さ
せ
て
軍
役
に
処
し
た
の
で

す
。
北
周
の
弾
圧
は
、
隋
王
朝
の
誕
生
を
待
っ
て
漸
く
終
焉
を
迎
え
ま
す
。
そ
の
初
代
の
文
帝
（
五
八
一
│
六
〇
四
）
は
、
一
転
し
て

仏
教
の
復
興
に
力
を
注
ぎ
ま
す
。
新
造
も
し
く
は
修
復
さ
れ
た
仏
像
は
十
数
万
体
を
超
え
、
新
た
に
書
写
さ
れ
た
経
典
は
、
十
三
万
数

千
点
に
上
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
膨
大
な
数
は
、
そ
の
弾
圧
が
、
ど
れ
ほ
ど
苛
烈
で
あ
っ
た
の
か
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。 

道
綽
禅
師
は
、
か
つ
て
曇
鸞
大
師
の
住
持
で
あ
っ
た
石
壁
山
の
玄
中
寺
で
、
大
師
の
碑
文
に
導
か
れ
、
阿
弥
陀
仏
の
教
え
に
帰
依
さ

れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
後
、
禅
師
は
、
再
び
仏
教
が
隆
盛
を
極
め
る
隋
か
ら
唐
の
時
代
に
か
け
て
献
身
的
に
仏
法
を
広

め
、
五
十
歳
余
り
年
下
の
弟
子
、
善
導
大
師
に
阿
弥
陀
仏
の
教
え
を
説
き
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

　
　
第
二
節
　
親
鸞
聖
人
の
時
代
 

親
鸞
聖
人
の
誕
生
前
か
ら
四
十
歳
頃
ま
で
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
二
、
三
年
に
一
度
、
も
し
く
は
数
年
に
一
度
の
割
合

で
改
元
し
て
い
ま
す
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
改
元
は
天
皇
の
践せ

ん

祚そ

に
と
も
な
う
も
の
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
天

災
・
飢
饉
・
疫
病
な
ど
の
災
禍
に
起
因
し
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。 

例
え
ば
、
一
一
五
五
年
（
久き
ゆ
う

寿じ
ゆ

二
年
）
に
は
、
異
常
気
象
が
原
因
と
な
っ
て
全
国
で
飢
饉
が
発
生
し
、
一
一
六
六
年
（
仁に
ん

安な
ん

元
年
）

浄土真宗総合研究 16

11



と
一
一
六
八
年
（
仁に
ん

安な
ん

三
年
）
に
は
、
京
都
で
大
火
が
起
っ
て
五
千
軒
余
り
の
家
屋
が
焼
失
し
て
い
ま
す
。
聖
人
は
、
一
一
七
三
年

（
承じ
よ
う

安あ
ん

三
年
）
に
誕
生
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
四
年
後
の
一
一
七
七
年
（
安あ
ん

元げ
ん

三
年
・
治じ

承し
よ
う元
年
）
に
は
、
再
び
大
火
が
起
っ
て
「
平
安
京

の
左
京
の
三
分
の
一
が
焼
失
し
、
死
者
が
数
千
人
に
及
ん
だ
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
（『
方
丈
記
』
安
元
の
大
火
）。
ま
た
、
出
家
の
前

年
の
一
一
八
〇
年
（
治じ

承し
よ
う四
年
）
に
は
、
京
都
で
竜
巻
が
発
生
し
て
「
家
を
な
ぎ
倒
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
吹
き
飛
ば
し
た
」
と
あ
り

（『
方
丈
記
』
治
承
の
旋
風
）、
出
家
の
年
の
一
一
八
一
年
（
養
和
元
年
）
に
は
、
諸
国
で
飢
饉
が
起
っ
て
「
京
都
の
町
中
に
も
餓
死
者
が

満
ち
溢
れ
、
そ
の
数
、
左
京
だ
け
で
四
万
数
千
人
以
上
で
あ
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
（『
方
丈
記
』
養
和
の
大
飢
饉
）。
さ
ら
に
、

そ
の
四
年
後
の
一
一
八
五
年
（
元げ
ん

暦り
や
く二
年
）
に
は
、
大
地
震
が
起
っ
て
「
山
は
崩
れ
、
そ
の
土
が
川
を
埋
め
、
海
は
傾
い
て
津
波
が
陸

を
浸
す
。
土
地
は
裂
け
て
水
が
湧
き
出
し
、
巨
大
な
岩
は
割
れ
て
谷
に
転
げ
落
ち
る
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
（『
方
丈
記
』
元
暦
の
地

震
）。 

こ
の
他
、
聖
人
夢
中
の
「
浄
土
三
部
経
」
千
部
読
誦
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
一
二
三
〇
年
（
寛
喜
二
年
）
の
異
常
気
象
に

起
因
す
る
全
国
的
凶
作
と
、
翌
年
の
一
二
三
一
年
（
寛
喜
三
年
）
の
大
飢
饉
に
瀕
し
て
い
る
人
々
の
姿
で
す
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
災

禍
は
聖
人
の
往
生
の
後
も
続
い
て
い
ま
す
。
そ
の
様
子
は
『
恵
信
尼
消
息
』
に
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
ま
た
こ
の
国く

に

は
、
去
年

こ

ぞ

の
作つ

く
り

物も
の

、
こ
と
に
損そ

ん

じ
候そ

う
らひ
て
、
あ
さ
ま
し
き
こ
と
に
て
、
お
ほ
か
た
い
の
ち
生い

く
べ
し
と
も
お
ぼ
え

ず
候そ

う
ろふ
な
か
に
、
と
こ
ろ
ど
も
か
は
り
候そ

う
らひ
ぬ
。
一ひ

と

と
こ
ろ
な
ら
ず
、
益ま

す

方か
た

と
申
し
、
ま
た
お
ほ
か
た
は
た
の
み
て
候そ

う
ろふ
人ひ

と

の

領り
よ
うど
も
み
な
か
や
う
に
候そ

う
ろふ
う
へ
、
お
ほ
か
た
の
世せ

間け
ん

も
損そ

ん

じ
て
候そ

う
ろふ
あ
ひ
だ
、
な
か
な
か
と
か
く
申も

う

し
や
る
か
た
な
く
候そ

う
ろふ

な
り
。（
中
略
）
身み

一ひ
と

人り

に
て
候そ

う
らは
ね
ば
、
こ
れ
ら
が
、
あ
る
い
は
親お

や

も
候そ

う
らは
ぬ
小お

黒ぐ
ろ
の

女に
よ
う

房ぼ
う

の
女お

ん
な
子ご

、
男お

と
こ
子ご

、
こ
れ
に
候そ

う
ろふ
う

へ
、
益ま

す

方か
た

が
子こ

ど
も
も
、
た
だ
こ
れ
に
こ
そ
候そ

う
らへ
ば
、
な
に
と
な
く
母は

は

め
き
た
る
や
う
に
て
こ
そ
候そ

う
らへ
。
い
づ
れ
も
い
の
ち
も
あ

り
が
た
き
や
う
に
こ
そ
お
ぼ
え
候そ

う
らへ
。
                                                                                         （『
註
釈
版
』
八
一
三
頁
） 
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ま
た
、
こ
の
越
後
で
は
去
年
の
作
物
の
で
き
が
特
に
悪
く
、
ひ

ど
い
あ
り
さ
ま
で
、
人
々
が
生
き
て
い
け
る
か
ど
う
か
わ
か
ら

な
い
中
、
住
む
と
こ
ろ
を
変
え
ま
し
た
。
こ
の
辺
り
だ
け
で
な

く
、
益
方
の
方
も
、
ま
た
わ
た
し
が
頼
り
に
し
て
い
る
人
の
領

地
も
み
な
こ
の
よ
う
な
あ
り
さ
ま
で
あ
り
、
世
間
の
人
の
ほ
と

ん
ど
が
被
害
を
受
け
て
い
る
中
で
、
あ
れ
こ
れ
と
い
っ
て
も
仕

方
あ
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）
わ
た
し
一
人
で
は
な
く
、
こ
ち
ら
に

は
親
の
い
な
い
小
黒
の
女
房
の
娘
や
息
子
が
い
ま
す
し
、
益
方

の
子
供
も
い
ま
す
の
で
、
何
と
な
く
母
親
に
な
っ
た
よ
う
な
気

さ
え
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
子
供
た
ち
が
こ
の
先
無
事
に
生

き
て
い
け
る
か
気
が
か
り
で
な
り
ま
せ
ん
。 

                            （『
恵
信
尼
消
息
（
現
代
語
版
）』
一
二
六
頁
） 

 「
去
年

こ

ぞ

」
と
は
、
聖
人
の
往
生
の
一
年
後
、
一
二
六
三
年
（
弘
長
三

年
）
に
あ
た
り
ま
す
。
恵
信
尼
様
も
、
繰
り
返
さ
れ
る
災
禍
を
ま
の
あ

た
り
に
し
て
、
無
常
の
世
の
道
理
を
か
み
し
め
な
が
ら
、
市
井
の
人
々

と
共
に
本
願
念
仏
の
道
を
歩
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

本願寺聖人絵伝　康永本（東本願寺所蔵） 
－「図録親鸞聖人余芳」所収－
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第
三
節
　
出
家
の
動
機
 

釈
尊
出
家
の
動
機
は
、
四
門
出
遊
の
逸
話
と
し
て
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
「
釈
尊
が
ま
だ
出
家
せ
ず
太
子
で
あ
っ
た
頃
、
都
の
東
南

西
北
に
あ
る
四
つ
の
城
門
か
ら
外
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
老
人
・
病
人
・
死

人
・
出
家
者
を
ま
の
あ
た
り
に
し
て
深
く
心
に
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ

り
、
出
家
へ
と
心
ひ
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」（『
岩
波
仏
教
辞
典
』
第

二
版
）
と
い
う
内
容
で
す
。
こ
の
逸
話
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
二
点
で
す
。
そ
の
一
つ
は
、
す
べ
て
の
も
の
に
降
り
か
か
る

生
・
老
・
病
・
死
の
苦
を
「
わ
が
身
が
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

苦
」
と
し
て
釈
尊
が
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
、
も
う
一
つ

は
、
出
家
前
の
太
子
と
い
う
地
位
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
的

地
位
を
誇
っ
て
い
て
も
、
経
済
的
豊
か
さ
を
も
っ
て
し
て
も
、
そ
の
苦

か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
す
。 

一
方
、
親
鸞
聖
人
は
、
絵
伝
の
中
央
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一

一
八
一
年
（
治じ

承し
よ
う五
年
）、
九
歳
の
春
に
、
伯
父
・
範の

り

綱つ
な

に
と
も
な
わ

れ
て
、
慈
円
（
慈
鎮
和
尚
）
の
も
と
で
出
家
し
、
範は

ん

宴ね
ん

少し
よ
う
納な

言ご
ん
の

公き
み

と

号
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
年
は
、
養
和
元
年
の
大
飢
饉
の
最
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中
で
す
。
ま
た
、
系
図
に
あ
る
よ
う
に
、
聖
人
に
は
、
尋じ

ん

有う

・
兼け

ん

有う

・
有ゆ

う

意い

・
行ぎ

よ
う

兼け
ん

の
四
人
の
弟
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
す

べ
て
延
暦
寺
や
三
井
寺
で
出
家
さ
れ
て
い
ま
す
。
父
・
有あ

り

範の
り

の
隠
棲
と
い
い
、
兄
弟
の
出
家
と
い
い
、
日
野
一
族
に
と
っ
て
危
機
的
な

状
況
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
聖
人
の
祖
父
、
す
な
わ
ち
有あ

り

範の
り

の
父
・
経つ

ね

尹ま
さ

の
放ほ

う

埒ら
つ

が
あ
り
ま
す
。
経つ

ね

尹ま
さ

は
阿
波

あ

わ

権ご
ん
の

守か
み

で
し
た
が
、

日
野
家
の
系
統
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
ま
す
（『
吉
川
弘
文
館
人
物
叢
書
』
所
収
「
親
鸞
」
赤
松
俊
秀
著
）。
し
た
が
っ
て
、
息
子
・
有
範
の

昇
進
が
、
皇
太
后
の
家
政
を
司
る
機
関
の
皇こ

う

太た
い

后ご
う

宮ぐ
う
の

大だ
い

進し
ん

に
と
ど
ま
っ
た
の
も
、
父
・
経つ

ね

尹ま
さ

の
放
埒
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
一
一
八
〇
年
（
治じ

承し
よ
う四
年
）
に
平へ

い

氏し

討
伐
の
た
め
に
挙
兵
し
た
以も

ち

仁ひ
と

王お
う

や
源

み
な
も
と
の

頼よ
り

政ま
さ

と
深
い
関
係
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
有
範
の
弟
・
宗む

ね

業な
り

は
、
以
仁
王
の
学
問
の
師
で
あ
り
、
以
仁
王
の
敗

死
に
と
も
な
う
遺
体
の
確
認
に
呼
び
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
だ
け
近
い
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、
聖
人
の
母
が

源
氏
の
出
身
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
そ
う
な
ら
、
聖
人
の
父
・
有
範
と
源
氏
の
挙
兵
は
無
関

係
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
何
れ
に
し
て
も
推
測
の
域
を
超
え
ま
せ
ん
が
、
一
族
の
存
続
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
が
あ
っ
た

こ
と
は
確
か
で
し
ょ
う
。 

こ
の
よ
う
に
、
出
家
の
動
機
の
一
つ
と
し
て
、
政
情
に
よ
る
一
族
の
危
機
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
根
本
的
な
問
題
は

「
生し

よ
う
死じ

出い

づ
べ
き
道み

ち

」
の
解
決
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。
そ
れ
は
、
吉
水
入
門
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
『
恵
信
尼
消
息
』
に
窺
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。 

 
た
だ
後ご

世せ

の
こ
と
は
、
よ
き
人ひ

と

に
も
あ
し
き
に
も
、
お
な
じ
や
う
に
生し

よ
う
死じ

出い

づ
べ
き
道み

ち

を
ば
、
た
だ
一ひ

と

す
ぢ
に
仰お

お

せ
ら
れ
候そ

う
らひ

し
を
、
う
け
た
ま
は
り
さ
だ
め
て
候そ

う
らひ
し
か
ば
、「
上し

よ
う

人に
ん

の
わ
た
ら
せ
た
ま
は
ん
と
こ
ろ
に
は
、
人ひ

と

は
い
か
に
も
申も

う

せ
、
た
と
ひ

悪あ
く

道ど
う

に
わ
た
ら
せ
た
ま
ふ
べ
し
と
申も

う

す
と
も
、
世せ

々せ

生し
よ
う

々じ
よ
うに
も
迷ま

よ

ひ
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
と
ま
で
思お

も

ひ
ま
ゐ
ら
す
る
身み

な
れ
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ば
」
と
、
や
う
や
う
に
人ひ

と

の
申も

う

し
候そ

う
らひ
し
と
き
も
仰お

お

せ
候そ

う
らひ
し
な
り
。
                                             （『
註
釈
版
』
八
一
一
頁
） 

 

た
だ
来
世
の
救
い
に
つ
い
て
は
、
善
人
に
も
悪
人
に
も
同
じ
よ
う
に
、
迷
い
の
世
界
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
る
道
を
、
た
だ
ひ
と
す

じ
に
仰
せ
に
な
っ
て
い
た
源
空
聖
人
の
お
言
葉
を
お
聞
き
し
て
、
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、「
源
空
聖
人
の

い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
に
は
、
人
が
何
と
い
お
う
と
、
た
と
え
地
獄
へ
堕
ち
る
に
違
い
な
い
と
い
お
う
と
も
、
わ
た
し
は
こ
れ
ま
で

何
度
も
生
れ
変
り
死
に
変
り
し
て
迷
い
続
け
て
き
た
身
で
あ
る
か
ら
、
ど
こ
へ
で
も
つ
い
て
行
き
ま
す
」
と
、
人
が
い
ろ
い
ろ
と
い

っ
た
と
き
も
仰
せ
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
                                                              （『
恵
信
尼
消
息
（
現
代
語
版
）』
一
二
六
頁
） 

 釈
尊
は
、
四
門
出
遊
を
通
し
て
出
家
を
決
意
さ
れ
ま
し
た
が
、
同
じ
よ
う
に
、
中
国
の
北
斉
か
ら
唐
代
に
わ
た
っ
て
法
難
を
耐
え
凌

が
れ
た
道
綽
禅
師
も
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
逆
境
を
乗
り
越
え
ら
れ
た
聖
人
も
、
戦
災
や
疫
病
の
惨
劇
を
ま
の
あ
た
り

に
し
て
、
出
家
を
決
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
通
底
し
て
い
る
も
の
は
「
わ
が
身
が
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
」

と
い
う
生
死
の
問
題
の
解
決
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

第
二
章
　
一
対
一
対
応
の
関
係
（
縦
糸
）
に
つ
い
て
 

　
　
第
一
節
　
本
願
と
の
値
遇
 

わ
た
し
た
ち
は
、
真
に
迫
る
問
題
と
し
て
「
わ
が
身
が
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
」
と
い
う
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
難
し
い

思
潮
の
中
に
身
を
置
い
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
仏
法
に
遇
う
こ
と
も
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
遇
う
こ
と
も
な
い
、
い

わ
ゆ
る
三
定
死
の
わ
が
身
と
い
う
事
実
を
実
感
す
る
こ
と
が
難
し
い
状
況
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 
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し
か
し
、
新
型
感
染
症
の
猛
威
に
曝
さ
れ
、
医
療
体
制
の
崩
壊
に
と
も
な
う
命
の
選
別
と
い
う
差
し
迫
っ
た
事
態
を
前
に
し
て
、
そ

れ
ま
で
顧
み
る
こ
と
の
な
か
っ
た
生
・
老
・
病
・
死
の
苦
が
、
厳
然
た
る
事
実
と
し
て
わ
た
し
た
ち
の
前
に
立
ち
塞
が
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
生
死
の
問
題
が
露
わ
と
な
っ
た
時
、
わ
た
し
た
ち
は
宗
教
的
な
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
親
鸞

聖
人
の
お
か
れ
て
い
た
歴
史
的
状
況
と
近
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

聖
人
は
、
一
人
の
求
道
者
と
し
て
「
生し

よ
う
死じ

出い

づ
べ
き
道み

ち

」
を
求
め
、
恩
師
・
源
空
聖
人
と
の
邂
逅
を
通
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願

に
出
遇
わ
れ
て
い
ま
す
。
本
願
に
出
遇
う
と
い
う
こ
と
は
「
命
を
終
え
る
そ
の
時
ま
で
生
死
の
迷
い
か
ら
離
れ
る
術
を
も
た
な
い
と
知

ら
し
め
ら
れ
る
」「
本
願
の
め
あ
て
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
煩
悩
に
苛
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
知
ら
し
め
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と

で
す
。
わ
が
身
の
生
死
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
自
ら
の
は
か
ら
い
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
宗
教
的

回
心
を
経
て
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
に
身
を
託
し
た
時
、
煩
悩
を
抱
え
た
ま
ま
で
救
い
取
る
と
い
う
「
真
実
心
」
が
恵
ま
れ
、
生
死

を
超
え
た
「
さ
と
り
の
世
界
」
が
あ
る
か
ら
「
安
心
し
て
生
き
て
い
け
る
」「
安
心
し
て
死
ん
で
い
け
る
」
と
い
う
喜
び
と
な
る
の
で

す
。 聖

人
は
、
本
願
に
出
遇
っ
て
い
る
も
の
の
姿
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
即そ

く

嘆た
ん

仏ぶ
つ

（
す
な
わ
ち
仏
を
嘆
ず
る
な
り
）
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
南な

無も

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

を
と
な
ふ
る
は
仏ぶ

つ

を
ほ
め
た
て
ま
つ
る
に
な
る
と

な
り
。
ま
た
即そ

く

懺さ
ん

悔げ

（
す
な
わ
ち
懺
悔
す
る
な
り
）
と
い
ふ
は
、
南な

無も

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

を
と
な
ふ
る
は
、
す
な
は
ち
無む

始し

よ
り
こ
の
か

た
の
罪ざ

い

業ご
う

を
懺さ

ん

悔げ

す
る
に
な
る
と
申も

う

す
な
り
。
                                                                              （『
註
釈
版
』
六
五
五
頁
） 

 

即
嘆
仏
と
い
う
の
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
阿
弥
陀
仏
を
ほ
め
た
て
ま
つ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
即
懺
悔
と
い
う
の
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
は
か
り
知
れ
な
い
昔
か
ら
の
罪
を
懺
悔
す
る
こ
と
に
な

浄土真宗総合研究 16

17



る
と
い
う
の
で
あ
る
。
                                                                                      （『
尊
号
真
像
銘
文
（
現
代
語
版
）
一
二
五
頁
） 

阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
に
身
を
託
し
、
そ
の
本
願
を
信
じ
喜
ん
で
念
仏
し
て
い
る
姿
が
、
そ
の
ま
ま
讃
嘆
と
な
っ
て
響
き
わ
た
り
、

懺
悔
の
姿
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
自
力
の
は
か
ら
い
が
介
在
す
る
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
、
阿
弥
陀
仏
と

わ
た
し
の
一
対
一
対
応
の
関
係
で
あ
り
、
浄
土
真
宗
の
縦
糸
と
な
る
も
の
で
す
。 

　
　
第
二
節
　
自
信
教
人
信
の
意
 

阿
弥
陀
仏
と
わ
た
し
の
一
対
一
対
応
の
関
係
の
中
で
、
そ
の
本
願
に
出
遇
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
同
時
に
、
教
導
者
の
原
点
と

な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
真
仏
弟
子
釈
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
自
信
教
人
信
」
と
な
る
も
の
で
す
。「
信
文
類
」
真
仏
弟
子
釈
に

は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
ま
た
い
は
く
（
礼
讃
）、「
仏ぶ

つ

世せ

は
な
は
だ
値も

う
あひ
が
た
し
。
人ひ

と

、
信し

ん

慧ね

あ
る
こ
と
難か

た

し
た
ま
た
ま
希け

有う

の
法ほ

う

を
聞き

く
こ
と
、
こ
れ
ま

た
も
つ
と
も
難か

た

し
と
す
。
み
づ
か
ら
信し

ん

じ
、
人ひ

と

を
教お

し

へ
て
信し

ん

ぜ
し
む
る
こ
と
、
難か

た

き
が
な
か
に
う
た
た
ま
た
難か

た

し
。
大だ

い

悲ひ

弘ひ
ろ

く
あ

ま
ね
く
化け

す
る
。
ま
こ
と
に
仏ぶ

つ

恩と
ん

を
報ほ

う

ず
る
に
な
る
」
と
。
                                                            （『
註
釈
版
』
二
六
〇
頁
） 

 

ま
た
『
往
生
礼
讃
』
に
い
わ
れ
て
い
る
。
仏
が
世
に
出
現
さ
れ
て
い
る
時
に
生
れ
あ
わ
せ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
く
、
人
が
信
心

の
智
慧
を
得
る
こ
と
も
難
し
い
。
す
ぐ
れ
た
尊
い
法
を
聞
く
こ
と
は
、
ま
た
も
っ
と
も
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
自
ら
信
じ
、
そ
し
て

人
に
教
え
て
信
じ
さ
せ
る
こ
と
は
、
難
し
い
中
で
も
と
く
に
難
し
い
。
仏
の
大
い
な
る
慈
悲
に
よ
っ
て
広
く
人
々
を
教
え
導
く
こ
と
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は
、
ま
こ
と
に
仏
の
恩
に
報
い
る
こ
と
に
な
る
。
                                 （『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
（
現
代
語
版
）』
二
五
一
頁
） 

 教
導
者
の
原
点
は
、
本
願
に
出
遇
っ
た
喜
び
、
そ
れ
が
縦
糸
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
の
姿
が
、
自
ず
か

ら
人
を
突
き
動
か
す
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
乗
海
釈
に
「
な
ほ
磁じ

石し
や
くの
ご
と
し
、
本ほ

ん

願が
ん

の
因い

ん

を
吸す

ふ
が
ゆ
ゑ

に
（
ま
た
磁
石
の
よ
う
で
あ
る
、
煩
悩
に
ま
み
れ
た
衆
生
を
引
き
寄
せ
る
か
ら
）」（『
註
釈
版
』
二
〇
一
頁
）
と
い
う
喩
説
が
あ
り
ま
す
が
、

「
本
願
の
因
を
吸
う
」
と
は
「
も
の
を
引
き
つ
け
る
磁
石
」
の
性
質
に
寄
せ
て
、「
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
を
信
じ
喜
ん
で
念
仏
さ
せ
ず

に
は
お
か
な
い
と
誓
わ
れ
た
本
願
の
引
き
寄
せ
る
力
」
を
表
し
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
喜
ぶ
身
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
は
「
磁
石
の
は
た
ら
き
」「
本
願
の
引
き
寄
せ
る
力
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
は
た
ら
き
に
促う

な
がさ
れ
る
か
た
ち

で
、「
人ひ

と

を
教お

し

へ
て
信し

ん

ぜ
し
む
る
」
と
広
が
っ
て
行
く
の
で
あ
る
と
、
仰
せ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

　
　
第
三
節
　
非
僧
非
俗
の
姿
 

わ
た
し
た
ち
に
、
本
来
、
僧
俗
の
区
別
は
あ
り
ま
せ
ん
。
僧
侶
と
門
信
徒
の
間
に
制
度
上
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
阿
弥
陀
仏
の
御
前

で
は
ま
っ
た
く
区
別
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
歎
異
抄
』（
流
罪
記
録
）
に
「
非
僧
・
非
俗
」
と
お
示
し
に
な
っ
て
い
る
意
に
照
ら
し
て
考
え

て
み
ま
す
と
、 

 
親し

ん

鸞ら
ん

、
僧そ

う

儀ぎ

を
改あ

ら
ため
て
、
俗ぞ

く

名み
よ
うを
賜た

ま

ふ
。
よ
つ
て
僧そ

う

に
あ
ら
ず
俗ぞ

く

に
あ
ら
ず
、
し
か
る
あ
ひ
だ
、
禿と

く

の
字じ

を
も
つ
て
姓し

よ
うと
な
し

て
、
奏そ

う

聞も
ん

を
経へ

ら
れ
を
は
ん
ぬ
。
か
の
御お

ん

申も
う

し
状じ

よ
う、
い
ま
に
外げ

記き
の

庁ち
よ
うに
納お

さ

ま
る
と
云う

ん

々ぬ
ん

。
流る

罪ざ
い

以い

後ご

、
愚ぐ

禿と
く

親し
ん

鸞ら
ん

と
書か

か
し
め

た
ま
ふ
な
り
。
                                                                                                                         （『
註
釈
版
』
八
五
六
頁
） 
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親
鸞
は
、
流
罪
に
な
っ
た
と
き
、
僧
籍
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
俗
名
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
僧
侶
で
も
な
く
俗
人
で
も
な
い
身
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
禿
の
字
を
自
分
の
姓
と
し
て
、
朝
廷
に
申
し
出
て
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
書
状
が
今
も
外
記
庁
に

納
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
流
罪
の
後
は
、
自
分
の
名
前
を
愚
禿
親
鸞
と
お
書
き
に
な
る
の
で
あ
る
。 

　（『
歎
異
抄
（
現
代
語
版
）』
五
四
頁
） 

 
と
あ
り
ま
す
。
一
二
〇
七
年
（
承し

よ
う

元げ
ん

元が
ん

年ね
ん

）、
聖
人
三
十
五
歳
の
時
、
朝
廷
か
ら
専
修
念
仏
を
停
止
さ
れ
、
越
後
の
国
府
に
流
罪
と
な

り
、「
僧
籍
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
俗
名
を
与
え
ら
れ
た
」
身
と
な
っ
た
の
で
「
僧
に
あ
ら
ず
俗
に
あ
ら
ず
」
と
仰
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

う
ち
「
非
僧
（
僧
に
あ
ら
ず
）」
と
い
わ
れ
る
の
は
、「
藤ふ

じ

井い
の

善よ
し

信ざ
ね

」
と
い
う
俗
名
を
も
っ
て
還
俗
さ
せ
ら
れ
、
す
で
に
律
令
仏
教
の
規

定
に
準
じ
る
僧
で
は
な
い
と
い
う
意
を
表
し
、「
非
俗
（
俗
に
あ
ら
ず
）」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
聞
い
て
い
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
か
ら
、
仏
道
か
ら
離
れ
た
身
で
も
な
い
と
い
う
意
を
表
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、「
非
僧
・
非
俗
」
と
い
わ
れ

る
の
は
、
律
令
仏
教
の
体
制
下
の
僧
尼
と
い
う
拘
束
か
ら
解
き
放
た
れ
て
い
る
と
い
う
意
で
あ
り
、
ま
た
「
戒
律
を
た
も
つ
こ
と
さ
え

で
き
な
い
名
ば
か
り
の
比
丘
（
無
戒
名
字
の
比
丘
）」
と
し
て
、
求
道
者
の
本
来
の
姿
と
な
る
機
縁
を
得
、「
真
の
仏
弟
子
」
と
な
っ
た

と
い
う
名
乗
り
で
あ
る
の
で
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
「
非
僧
・
非
俗
」
と
仰
っ
て
い
る
聖
人
の
お
こ
こ
ろ
を
正
し
く
受
け
と
め
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

「
非
僧
」
で
あ
る
と
い
っ
て
、
世
俗
世
間
に
浸
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
非
俗
」
で
あ
る
と
い
っ
て
、
指
導
す
る
立
場
に
あ
る
と
思

い
込
ん
で
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
聖
人
に
微
塵
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
ま
で
も
一
人
の
求
道
者
と
し
て

「
生し

よ
う
死じ

出い

づ
べ
き
道み

ち

」
を
求
め
、
恩
師
・
源
空
聖
人
と
の
邂
逅
を
通
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
出
遇
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ

は
、
わ
が
身
の
生
死
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
は
か
ら
い
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
宗
教
的
回
心

を
経
て
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
に
身
を
託
し
た
時
、
煩
悩
を
抱
え
た
ま
ま
で
救
い
取
る
と
い
う
「
真
実
心
」
を
恵
ま
れ
、
そ
の
喜
び
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が
縦
糸
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

本
願
の
お
こ
こ
ろ
を
伝
え
る
に
し
て
も
、
教
導
者
自
ら
の
喜
び
か
ら
で
た
も
の
で
な
い
限
り
、
そ
の
言
葉
に
は
何
の
力
も
あ
り
ま
せ

ん
。
阿
弥
陀
仏
と
わ
た
し
の
一
対
一
対
応
の
関
係
の
中
で
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
求
道
者
と
し
て
の
姿
を
正
直
に
発
信
し
て
い
る
か
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
は
、
本
願
の
お
こ
こ
ろ
に
照
ら
し
て
、
わ
が
身
の
赤
裸
々
な
姿
が
映
し
出
さ
れ
る
と
、
恥
ず
か
し
い
と
い
う
思

い
が
こ
み
上
げ
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
そ
の
は
た
ら
き
の
う
ち
に
あ
る
と
聞
い
て
、
有
り
難
い
と
い
う
気
持
ち
が
わ
き
起
っ
て

く
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
立
派
な
こ
と
を
話
す
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
人
を
指
導
す
る
な
ど
と
い
う
お
ご
り
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

も
し
、
そ
う
い
う
思
い
さ
え
も
な
い
の
な
ら
、
第
一
に
も
、
第
二
に
も
、
聞
法
で
あ
り
、
聖
教
に
記
さ
れ
て
い
る
言
葉
に
触
れ
、
そ

の
言
葉
と
真
剣
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
く
し
て
、
ど
こ
に
真
実
が
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
時

に
は
親
の
声
に
、
時
に
は
お
参
り
に
来
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
々
の
声
に
、
時
に
は
日
曜
学
校
に
来
て
い
る
小
さ
な
お
子
さ
ん
の
声
に
、

耳
を
傾
け
る
。
そ
れ
は
、
阿
弥
陀
仏
に
促う

な
がさ
れ
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
言
葉
に
、
耳
を
傾
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
、
阿
弥
陀
仏

と
わ
た
し
の
一
対
一
対
応
の
関
係
、
縦
糸
と
な
る
も
の
で
す
。 

第
三
章
　
念
仏
者
の
対
社
会
性
（
横
糸
）
に
つ
い
て
 

　
　
第
一
節
　
縦
糸
か
ら
横
糸
へ
 

本
願
の
お
こ
こ
ろ
を
伝
え
よ
う
と
す
る
時
、
如
何
に
豊
富
な
知
識
を
も
っ
て
し
て
も
、
縦
糸
な
く
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
美
し
い
絵
画
を
観
て
深
い
感
銘
を
受
け
る
、
美
し
い
歌
声
を
聞
い
て
熱
い
涙
が
溢
れ
で
る
。
そ
う
し
た
経
験
を
通
し
て
発
せ

ら
れ
た
喜
び
は
、
真
に
迫
る
言
葉
と
な
っ
て
相
手
に
伝
わ
る
で
し
ょ
う
。
心
を
打
た
れ
て
も
い
な
い
の
に
、
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
よ
う

と
し
て
も
、
そ
の
言
葉
に
真
実
が
、
力
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
横
糸
へ
展
開
す
る
に
は
基
本
と
な
る
縦
糸
が
一
貫
し
て
通
っ
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て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
縦
糸
を
軸
と
し
て
、
横
糸
を
紡
い
で
い
く
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
面
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と

で
す
。
蓮
如
上
人
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
聖し

よ
う

教ぎ
よ
うよ
み
の
仏ぶ

つ

法ぽ
う

を
申も

う

し
た
て
た
る
こ
と
は
な
く
候そ

う
ろふ
。
尼あ

ま

入に
ゆ
う

道ど
う

の
た
ぐ
ひ
の
た
ふ
と
や
あ
り
が
た
や
と
申も

う

さ
れ
候そ

う
ろふ
を
き
き

て
は
、
人ひ

と

が
信し

ん

を
と
る
と
、
前ぜ

ん

々ぜ
ん

住じ
ゆ
う

上し
よ
う

人に
ん

（
蓮
如
）
仰お

お

せ
ら
れ
候そ

う
ろふ
よ
し
に
候そ

う
ろふ
。
な
に
も
し
ら
ね
ど
も
、
仏ぶ

つ

の
加か

備び

力り
き

の
ゆ

ゑ
に
尼あ

ま

入に
ゆ
う

道ど
う

な
ど
の
よ
ろ
こ
ば
る
る
を
き
き
て
は
、
人ひ

と

も
信し

ん

を
と
る
な
り
。
聖し

よ
う

教ぎ
よ
うを
よ
め
ど
も
名み

よ
う

聞も
ん

が
さ
き
に
た
ち
て
心こ

こ
ろに

は
法ほ

う

な
き
ゆ
ゑ
に
、
人ひ

と

の
信し

ん

用よ
う

な
き
な
り
。
                                                                              （『
註
釈
版
』
一
二
六
二
頁
） 

 

人
前
で
聖
教
を
読
み
聞
か
せ
る
も
の
が
、
仏
法
の
真
意
を
説
き
ひ
ろ
め
た
と
い
う
た
め
し
は
な
い
。
文
字
も
知
ら
な
い
尼
や
入
道
な

ど
が
、
尊
い
こ
と
だ
、
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
、
み
教
え
を
喜
ぶ
の
を
聞
い
て
、
人
々
は
信
心
を
得
る
の
で
あ
る
と
、
蓮
如
上
人
は

仰
せ
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
聖
教
に
つ
い
て
何
一
つ
知
ら
な
く
て
も
、
仏
が
お
力
を
加
え
て
く
だ
さ
る
か
ら
、
尼
や
入
道
な

ど
が
喜
ぶ
の
を
聞
い
て
、
人
々
は
信
心
を
得
る
の
で
す
。
聖
教
を
読
み
聞
か
せ
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
名
声
を
求
め
る
こ
と
ば
か
り

が
先
に
立
っ
て
、
心
に
ご
法
義
を
い
た
だ
い
て
い
な
い
か
ら
、
人
か
ら
信
用
さ
れ
な
い
の
で
す
。 

　（『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
（
現
代
語
版
）』
六
八
頁
） 

 わ
が
身
の
生
死
の
問
題
と
向
き
合
う
こ
と
を
避
け
、
そ
の
場
を
繕つ

く
ろっ
て
言
葉
巧
み
に
本
願
の
お
こ
こ
ろ
を
伝
え
よ
う
と
し
て
も
、
決

し
て
共
感
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
し
、
そ
れ
は
ま
た
、
教
導
者
と
し
て
の
良
心
に
か
か
わ
る
問
題
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。 

そ
も
そ
も
、
生
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
死
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
よ
う
に
問
い
か
け
る
と
「
生
は
死
ん
で
い
な
い
こ
と
、
死
は
生
き
て
い
な
い
こ
と
」
と
応
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
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か
し
、
生
と
死
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
意
を
説
明
す
る
こ
と
な
く
、「
生
は
死
ん
で
い
な
い
こ
と
、
死
は
生
き
て
い
な
い
こ
と
」
な
ど

と
い
っ
て
も
、
結
局
は
、
何
も
説
明
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
生
と
死
は
反
対
の
概
念
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

の
よ
う
な
考
え
方
の
中
で
は
「
生
は
価
値
の
あ
る
も
の
、
死
は
価
値
の
な
い
も
の
」、
も
し
く
は
「
生
は
価
値
の
な
い
も
の
、
死
は
価

値
の
あ
る
も
の
」
と
い
う
極
端
な
考
え
方
に
傾
い
て
し
ま
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
意
味
の
な
い
言
葉
を
並
べ
立
て
、
あ
た
か
も
反
対
の

概
念
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
一
方
を
認
め
、
一
方
を
否
定
す
る
と
い
う
構
図
を
作
っ
て
、
自
ら
苦
し
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。
そ

し
て
、
科
学
的
な
実
証
主
義
の
傍
ら
で
、
世
間
の
趨
勢
は
「
生
は
価
値
の
あ
る
も
の
、
死
は
価
値
の
な
い
も
の
」
と
考
え
て
い
る
よ
う

で
す
。 

仏
教
は
、
そ
の
よ
う
な
生
死
と
い
う
実
体
は
な
い
と
示
し
て
、
そ
れ
が
「
あ
る
」
か
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
苦
し
ん
で
い
る
と
明
ら

か
に
し
、
生
死
を
超
え
た
「
さ
と
り
の
世
界
」
が
あ
る
か
ら
「
安
心
し
て
生
き
て
い
け
る
」「
安
心
し
て
死
ん
で
い
け
る
」
と
説
い
て

い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
、
わ
が
身
の
生
死
の
問
題
か
ら
の
解
放
を
果
た
し
遂
げ
る
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
出
遇
う

と
い
う
こ
と
が
要
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

　
　
第
二
節
　
寺
院
機
能
の
回
復
 

横
糸
の
展
開
と
い
う
こ
と
で
、
も
う
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
御
同
朋
・
御
同
行
と
い
う
意
識
の
希
薄
化
に
と
も
な

う
寺
院
機
能
の
低
下
で
す
。
そ
の
要
因
は
、
過
疎
・
過
密
と
い
う
全
国
的
な
問
題
も
孕
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
中
心
で

あ
っ
た
寺
院
の
社
会
的
役
割
の
減
退
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
寺
院
の
中
に
あ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
、
例
え
ば
、
託
児
所
、
そ
ろ
ば

ん
塾
、
書
道
教
室
、
華
道
教
室
、
寺
子
屋
塾
な
ど
、
そ
の
多
く
を
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
し
て
い
っ
た
結
果
、
人
々
の
関
心
は
寺
院
の
外

に
向
い
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 
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も
ち
ろ
ん
、
今
も
こ
う
し
た
役
割
を
保
持
し
な
が
ら
立
派
に
運
営
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
少

な
く
と
も
数
十
年
前
ま
で
は
、
そ
う
し
た
も
の
が
、
あ
ち
こ
ち
の
寺
院
に
混
然
と
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
仏
教
の
精
神
が
自
然
と
息
衝
い

て
い
ま
し
た
。
紙
芝
居
ひ
と
つ
と
っ
て
み
て
も
、
仏
教
讃
歌
ひ
と
つ
と
っ
て
み
て
も
、
何
か
し
ら
生
死
の
問
題
と
向
き
合
う
時
間
と
空

間
を
提
供
し
て
い
ま
し
た
。
わ
た
し
に
引
き
寄
せ
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
幼
少
期
に
感
じ
た
「
仏
さ
ま
の
温
か
さ
と
わ
が
身
の
儚
さ
を

考
え
さ
せ
る
場
」
を
提
供
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

し
か
し
、
昨
今
、
門
信
徒
の
寺
離
れ
が
加
速
度
的
に
進
み
、
さ
ら
に
憂
う
べ
き
こ
と
に
、
寺
族
の
寺
離
れ
も
同
じ
よ
う
に
進
ん
で
い

る
よ
う
で
す
。
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
の
最
後
に
残
る
も
の
は
、
一
体
、
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
釈
尊
を
は
じ
め
道
綽
禅
師
・
親
鸞
聖
人

の
出
家
の
動
機
に
立
ち
帰
ら
ず
、
社
会
的
役
割
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
外
へ
は
た
ら
き
か
け
て
も
、
世
間
の
期
待
に
応
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
た
ち
は
、
手
元
に
残
っ
て
い
る
本
来
の
機
能
を
回
復
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
人
々
は
そ
れ
を
待
っ

て
い
る
の
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
め
あ
て
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
煩
悩
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
わ
た
し
で
は
な
か
っ
た
の
か
と

い
う
こ
と
に
気
づ
け
る
よ
う
な
場
を
提
供
す
る
。
そ
し
て
、
御
同
朋
・
御
同
行
と
い
う
意
識
を
培
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
本
来
の
機

能
・
目
的
が
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

　
　
第
三
節
　
御
同
朋
・
御
同
行
の
意
 

親
鸞
聖
人
が
、
凡
情
に
揺
れ
る
心
の
葛
藤
を
吐
露
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
記
録
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
寛
喜
三
年
の
夢
中
の
回
想
で

す
。  

善ぜ
ん

信し
ん

の
御お

ん

房ぼ
う

（
親
鸞
）、
寛か

ん

喜ぎ

三さ
ん

年ね
ん

四う

月づ
き

十じ
ゆ
う

四
よ
つ
か
の
日ひ

午う
ま

の
時
ば
か
り
よ
り
、
か
ざ
心ご

こ

地ち

す
こ
し
お
ぼ
え
て
（
中
略
）
み
づ
か
ら
信し

ん

24
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じ
、
人ひ

と

を
教お

し

へ
て
信し

ん

ぜ
し
む
る
こ
と
、
ま
こ
と
の
仏ふ

つ

恩と
ん

を
報む

く

ひ
た
て
ま
つ
る
も
の
と
信し

ん

じ
な
が
ら
、
名み

よ
う

号ご
う

の
ほ
か
に
は
な
に
ご

と
の
不ふ

足そ
く

に
て
、
か
な
ら
ず
経き

よ
うを
よ
ま
ん
と
す
る
や
と
、
思お

も

ひ
か
へ
し
て
よ
ま
ざ
り
し
こ
と
の
、
さ
れ
ば
な
ほ
も
す
こ
し
残の

こ

る
と

こ
ろ
の
あ
り
け
る
や
。（
中
略
）
三さ

ん

部ぶ

経き
よ
う、
げ
に
げ
に
し
く
千せ

ん

部ぶ

よ
ま
ん
と
候そ

う
らひ
し
こ
と
は
、
信し

ん

蓮れ
ん

房ぼ
う

の
四よ

つ
の
歳と

し
（
中
略
）
信し

ん

蓮れ
ん

房ぼ
う

は
未ひ

つ
じの
年と

し

三
月

や
よ
い

三
み
つ
か
の
日ひ

の
昼ひ

る

生う
ま

れ
て
候そ

う
らひ
し
か
ば
、
今こ

年と
し

は
五ご

十じ
ゆ
う

三さ
ん

や
ら
ん
と
ぞ
お
ぼ
え
候そ

う
ろふ
。 

　
　
弘こ

う

長ち
よ
う

三さ
ん

年ね
ん

二
月

き
さ
ら
ぎ

十
と
お
か
の
日ひ

　
恵え

信し
ん

                                                                                           （『
註
釈
版
』
八
一
五
頁
） 

 

親
鸞
聖
人
は
、
寛
喜
三
年
四
月
十
四
日
の
正
午
頃
か
ら
風
邪
気
味
に
な
り
（
中
略
）
自
ら
信
じ
、
そ
し
て
人
に
教
え
て
信
じ
さ
せ
る

こ
と
が
、
ま
こ
と
に
仏
の
恩
に
報
い
る
こ
と
に
な
る
と
信
じ
て
い
な
が
ら
、
名
号
を
称
え
る
こ
と
の
他
に
何
の
不
足
が
あ
っ
て
、
わ

ざ
わ
ざ
経
典
を
読
も
う
と
し
た
の
か
と
、
思
い
直
し
て
読
む
の
を
や
め
ま
し
た
。
今
で
も
少
し
そ
の
よ
う
な
思
い
が
残
っ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
か
（
中
略
）
浄
土
三
部
経
を
心
を
込
め
て
千
回
読
も
う
と
さ
れ
た
の
は
、
信
蓮
房
が
四
歳
の
時
で
（
中
略
）
信
蓮
房
は
未
ひ
つ
じ

の
年
の
三
月
三
日
の
昼
に
生
れ
た
の
で
、
今
年
で
五
十
三
歳
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。 

　
　
弘
長
三
年
二
月
十
日
　
恵
信
。

（『
恵
信
尼
消
息
（
現
代
語
版
）』
一
二
九
頁
） 

 そ
こ
に
は
、
飢
饉
や
疫
病
に
苦
し
ん
で
い
る
人
々
を
ま
の
あ
た
り
に
し
て
、
自
ら
の
無
力
さ
に
う
ち
拉
が
れ
、
三
部
経
の
千
部
読
誦

の
功
徳
を
も
っ
て
、
何
と
か
し
て
救
い
た
い
と
い
う
心
の
葛
藤
か
ら
、
熱
に
う
な
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
様
子
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。 

一
方
で
、
本
願
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
め
あ
て
と
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
、
わ
が
身
の
偽
ら
ざ

る
姿
、
煩
悩
に
塗
れ
て
い
る
姿
を
棚
上
げ
に
し
て
、
で
き
も
し
な
い
こ
と
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
自
ら
の
お
ご
り
に
対
す
る
内

省
が
綴
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

今
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
本
願
の
め
あ
て
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
煩
悩
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
こ
の
わ
た
し
、
限
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界
が
あ
る
と
い
う
わ
た
し
で
あ
っ
た
と
気
づ
か
し
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
聖
人
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
出
遇
っ
た

も
の
の
姿
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
お
示
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 
は
じ
め
て
仏ぶ

つ

の
ち
か
ひ
を
き
き
は
じ
む
る
ひ
と
び
と
の
、
わ
が
身み

の
わ
ろ
く
、
こ
こ
ろ
の
わ
ろ
き
を
お
も
ひ
し
り
て
、
こ
の
身み

の

や
う
に
て
は
な
ん
ぞ
往お

う

生じ
よ
うせ
ん
ず
る
と
い
ふ
ひ
と
に
こ
そ
、
煩ぼ

ん

悩の
う

具ぐ

足そ
く

し
た
る
身み

な
れ
ば
、
わ
が
こ
こ
ろ
の
善ぜ

ん

悪あ
く

を
ば
沙さ

汰た

せ

ず
、
迎む

か

へ
た
ま
ふ
ぞ
と
は
申も

う

し
候そ

う
らへ
。
か
く
き
き
て
の
ち
、
仏ぶ

つ

を
信し

ん

ぜ
ん
と
お
も
ふ
こ
こ
ろ
ふ
か
く
な
り
ぬ
る
に
は
、
ま
こ
と
に

こ
の
身み

を
も
い
と
ひ
、
流る

転て
ん

せ
ん
こ
と
を
も
か
な
し
み
て
、
ふ
か
く
ち
か
ひ
を
も
信し

ん

じ
、
阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

を
も
好こ

の

み
ま
う
し
な
ん
ど
す

る
ひ
と
は
、
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
、
世よ

を
い
と
ふ
し
る
し
に
て
も
候そ

う
らは
め
。
ま
た
往お

う

生じ
よ
うの
信し

ん

心じ
ん

は
、
釈し

や

迦か

・
弥み

陀だ

の
御お

ん

す
す
め
に
よ
り
て
お
こ
る
と
こ
そ
み
え
て
候そ

う
らへ
ば
、
さ
り
と
も
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
お
こ
ら
せ

た
ま
ひ
な
ん
に
は
、
い
か
が
む
か
し
の
御お

ん

こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
て
は
候そ

う
ろふ
べ
き
。
                                （『
註
釈
版
』
七
四
〇
頁
） 

  

は
じ
め
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
聞
い
て
、
自
ら
の
悪
い
行
い
や
悪
い
心
を
思
い
知
り
、
こ
の
よ
う
な
わ
た
し
で
は
と
て
も
往
生
す
る

こ
と
な
ど
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
人
に
こ
そ
、
煩
悩
を
そ
な
え
た
身
で
あ
る
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
は
わ
た
し
た
ち
の
心
の
善
し
悪

し
を
問
う
こ
と
な
く
、
間
違
い
な
く
浄
土
に
迎
え
て
く
だ
さ
る
の
だ
と
説
か
れ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
聞
い
て
阿
弥
陀
仏
を
信
じ

よ
う
と
思
う
心
が
深
く
な
る
と
、
心
か
ら
こ
の
身
を
厭
い
、
迷
い
の
世
界
を
生
れ
変
り
死
に
変
り
し
続
け
る
こ
と
を
も
悲
し
ん
で
、

深
く
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
、
そ
の
名
号
を
進
ん
で
称
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
以
前
は
心
に
ま
か
せ
て
悪
い
心
を
起
し
悪
い

行
い
を
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
今
は
そ
の
よ
う
な
心
を
捨
て
よ
う
と
お
思
い
に
な
る
こ
と
こ
そ
、
こ
の
迷
い
の
世
界
を
厭
う
す
が
た
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で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
浄
土
往
生
を
疑
う
こ
と
の
な
い
信
心
は
、
釈
尊
と
阿
弥
陀
仏
の
お
勧
め
に
よ
っ
て
お
こ
る
と
示
さ

れ
て
い
る
の
で
、
煩
悩
を
そ
な
え
た
身
で
あ
っ
て
も
、
真
実
の
信
心
を
い
た
だ
い
た
か
ら
に
は
、
ど
う
し
て
か
つ
て
の
心
の
ま
ま
で

い
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
                                                                                （『
親
鸞
聖
人
御
消
息
（
現
代
語
版
）』
一
〇
頁
） 

 本
願
の
お
こ
こ
ろ
を
聞
い
て
「
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
よ
う
と
思
う
心
が
深
く
な
る
と
、
心
か
ら
こ
の
身
を
厭
い
、
迷
い
の
世
界
を
生
れ

変
り
死
に
変
り
し
続
け
る
こ
と
を
も
悲
し
ん
で
、
深
く
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
、
そ
の
名
号
を
進
ん
で
称
え
る
よ
う
に
な
る
の
で

す
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
単
な
る
世
捨
て
人
の
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
仰
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
真
実

の
信
心
を
い
た
だ
い
た
か
ら
に
は
、
ど
う
し
て
か
つ
て
の
心
の
ま
ま
で
い
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
」
と
仰
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
煩
悩
に

塗
れ
て
い
る
迷
い
の
世
界
の
直
中
に
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
を
疑
い
な
く
信
じ
る
も
の
の
姿
」
す
な
わ
ち
「
わ
が
心
の
愚
か

さ
を
知
ら
し
め
ら
れ
、
わ
が
身
の
振
る
舞
い
を
正
そ
う
と
す
る
も
の
の
姿
」
を
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

「
わ
が
心
の
愚
か
さ
を
知
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
知
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
自
ら
の
愚
か
な
姿
に
気

づ
く
、
す
な
わ
ち
、
自
己
肯
定
的
な
立
場
が
否
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
な
お
本
質
的
に
成
立
し
得
な
い
自
己
を
頼
り
と
し
て
生
き
て
い
か

ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
わ
が
身
の
現
実
を
ま
の
あ
た
り
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
方
で
、
そ
う
し
た
宗
教
的
経
験
の
な
い
も
の

は
、
自
ら
の
現
実
を
知
り
得
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
自
己
を
省
み
る
と
い
う
姿
勢
を
と
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
出
遇
い
、「
わ
が
心
の
愚
か
さ
を
知
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
も
の
」「
わ
が
身
の
不
確
か
さ
を
知
ら
し
め
ら
れ
て
い

る
も
の
」
に
は
、「
と
も
に
悩
め
る
も
の
」「
と
も
に
救
わ
れ
行
く
も
の
」
と
い
う
御
同
朋
・
御
同
行
の
意
識
が
芽
生
え
、
互
い
に
信
頼

し
あ
う
人
間
関
係
が
培
わ
れ
て
い
く
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
的
経
験
に
お
い
て
、
個
を
軸
と
し
た
共
同

体
意
識
が
構
築
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
浄
土
真
宗
に
お
け
る
横
糸
の
醍
醐
味
で
あ
り
、
そ
う
し
た
人
間
社
会
の
中
に
、
求

道
者
と
し
て
の
僧
侶
の
姿
が
あ
り
、
教
導
者
と
し
て
の
姿
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。 



28

（
本
稿
は
、
令
和
四
年
二
月
二
十
八
日
、
本
願
寺
派
八
幡
別
院
に
て
開
催
さ
れ
た
第
三
連
区
布
教
使
研
修
会
の
講
演
を
筆
耕
し
、
訂
正
・
加
筆

し
た
も
の
で
あ
る
）
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