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往
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浄
土
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阿
弥
陀
仏
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い
て
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蒙

光

一
、
は
じ
め
に

東
海
学
園
大
学
の
学
祖
・
椎
尾
弁
匡
師
（
一
八
七
六
―
一
九
七
一
）
が
、
そ
の
豊
富
な
仏
教
知
識
の
中
で
も
、
特
に
縁
起
説
を
重
視
し
て

「
共
生
」の
思
想
を
提
唱
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
近
年
、縁
起
説
に
拠
る
の
み
で
は
、反
共
生
的
な
有
り
様
も
含
め
て「
共

生
し
て
い
る
」
と
い
う
現
実
態
を
認
め
る
こ
と
は
成
立
し
て
も
、
よ
り
積
極
的
に
「
共
生
す
べ
き
」
と
す
る
思
想
は
成
立
し
な
い
と
い
う
指

摘
も
な
さ
れ
て
い
る(1)。
だ
が
、
そ
も
そ
も
「
共
生
」
と
は
、
中
国
浄
土
教
の
大
成
者
・
善
導
（
六
一
三
―
六
八
一
）
の
著
『
往
生
礼
讃
』
に
記

さ
れ
る
「
願
共
諸
衆
生
、
往
生
安
楽
国
」
を
典
拠
と
し
、
本
来
「
と
も
に
う
ま
れ
る
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
を
「
と
も
に
い
き
る
」
と
読
み

替
え
た
も
の
で
あ
る
。
椎
尾
師
に
お
け
る
「
共
生
」
す
な
わ
ち
「
と
も
い
き
」
と
は
、
善
導
・
法
然
の
浄
土
教
を
前
提
と
し
、
そ
の
現
代
化

を
試
み
た
思
想
で
も
あ
る
。
よ
っ
て
「
と
も
い
き
」
の
思
想
構
造
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
師
の
浄
土
宗
侶
と
し
て
の
言
動
に
も
目
を
向
け

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
今
回
は
、
浄
土
教
関
連
の
著
作
の
中
か
ら
、「
と
も
い
き
」
思
想
と
も
密
接
な
関
係
に
あ
る
、「
往
生
浄
土
」
と

「
阿
弥
陀
仏
」
の
解
釈
に
つ
い
て
読
み
取
っ
て
み
る
。

二
、
浄
土
教
を
解
釈
す
る
姿
勢
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椎
尾
師
は
、
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）、
四
九
歳
時
の
講
義
録
『
宗
乗
の
省
察
』
に
お
い
て
、「
宗
乗
」
す
な
わ
ち
浄
土
宗
内
の
信
仰
的

学
問
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
研
究
の
方
法
」
と
し
て
、（
イ
）
訓
詁
・
註
疏
・
集
解
、（
ロ
）
達
意
、（
ハ
）
実

践
、（
ニ
）
組
織
と
い
う
四
種
の
項
目
を
挙
げ
る(2)が
、
初
め
の
（
イ
）
訓
詁
・
註
疏
・
集
解
な
ど
の
伝
統
的
な
方
法
は
、
真
の
宗
乗
研
究
の
補

助
に
す
ぎ
な
い
と
位
置
付
け
る
。
続
く
（
ロ
）
達
意
の
学
風
に
よ
っ
て
こ
そ
宗
旨
が
顕
さ
れ
る
と
述
べ
、
時
代
に
応
じ
て
迷
信
を
取
り
去
る

必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
次
の
（
ハ
）
実
践
に
つ
い
て
は
、
徳
本
行
者
や
関
通
上
人
な
ど
江
戸
期
の
念
仏
者
が
宗
乗
の
問
題
を
実
践
的
に

考
察
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
つ
つ
も
、「
事
」（
実
践
）
と
「
理
」（
教
理
）
と
を
一
致
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
最
後
の
（
ニ
）

組
織
に
お
い
て
も
、
浄
土
教
を
合
理
的
に
解
釈
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
き
、
そ
の
た
め
に
は
縁
起
法
、
よ
り
具
体
的
に
は
善
導
の
「
本
願

力
増
上
縁(3)」
説
に
注
目
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
ま
た
、「
宗
教
は
社
会
の
事
実
で
あ
る
。
人
間
の
社
会
現
象
で
あ
る
。
ゆ
え
に
宗
教
は
そ
の

社
会
の
統
制
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
宗
教
の
社
会
性
に
言
及
し
、
善
導
の
「
願
共
諸
衆
生
、
往
生
安
楽
国
」
の
精
神
、
す
な
わ
ち
「
共

同
往
生
」、「
共
生
」
の
精
神
を
日
本
に
現
し
た
の
が
法
然
の
浄
土
開
宗
だ
と
論
じ
る
。

続
く
「
研
究
の
態
度
」
に
つ
い
て
、
第
一
に
「
信
仰
」
を
掲
げ
る
が
、
そ
の
「
信
」
と
は
盲
従
で
は
な
く
覚
醒
で
あ
り
研
究
向
上
だ
と
説

明
す
る
。
そ
し
て
「
儀
式
も
教
義
も
時
代
と
と
も
に
素
直
に
変
っ
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
仏
教
と
し
て
の
生
命
が
あ
る
。
固
定
し
た
ら
間
違
い
で

あ
る(4)」
と
、
教
義
の
固
定
化
を
戒
め
、
時
代
に
相
応
す
る
新
た
な
表
現
を
探
求
し
続
け
る
よ
う
呼
び
か
け
る
。

こ
の
よ
う
に
椎
尾
師
は
、
善
導
・
法
然
の
浄
土
教
の
精
神
を
、
新
た
に
現
代
的
、
信
仰
的
・
実
践
的
か
つ
学
問
的
・
合
理
的
、
社
会
的
に

表
現
し
直
す
こ
と
に
、
浄
土
宗
乗
研
究
者
と
し
て
の
使
命
を
見
出
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

三
、
前
半
生
に
お
け
る
浄
土
教
解
釈
の
変
遷

右
の
よ
う
な
姿
勢
が
い
か
に
し
て
確
立
し
た
の
か
、
椎
尾
師
の
前
半
生
に
お
け
る
浄
土
教
解
釈
の
変
遷
を
辿
っ
て
み
る
。
師
は
晩
年
、
浄
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土
教
解
釈
を
め
ぐ
る
自
身
の
原
体
験
を
振
り
返
っ
て
い
る
。

十
二
歳
の
時
新
制
の
高
等
小
学
校
に
編
入
さ
れ
て
間
も
な
く
、「
極
楽
は
何
処
に
あ
る
か
」
と
聞
か
れ
「
西
方
に
あ
る
。」
と
答
え
た
。

「
証
拠
は
」「
阿
弥
陀
経
に
あ
る
。」「
そ
れ
は
ほ
ら
だ
」
と
い
う
争
い
か
ら
そ
の
高
小
を
中
退
し
た
。
こ
の
問
題
が
今
九
十
歳
で
も
続
い

て
い
る(5)。

こ
う
し
て
学
校
を
中
退
し
た
師
は
、
名
古
屋
の
瑞
宝
寺
に
預
け
ら
れ
て
得
度
し
、
浄
土
宗
侶
と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
る
。
師
は
こ
の
体
験

に
お
い
て
、
時
代
に
即
応
し
た
浄
土
宗
義
の
発
展
的
解
釈
の
必
要
性
を
早
く
も
感
じ
始
め
た
よ
う
で
あ
る
。

明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）、
学
位
論
文
を
提
出
し
た
三
四
歳
時
の
論
文
「
彼
仏
今
現
在
世
成
仏(6)」
や
講
義
録
「
選
択
本
願
念
仏(7)」
な
ど
に

お
い
て
、
椎
尾
師
は
「
大
乗
非
仏
説
」
論
に
反
論
し
、
原
始
仏
教
や
西
洋
哲
学
の
論
理
を
援
用
し
な
が
ら
報
身
阿
弥
陀
仏
や
西
方
極
楽
浄
土

の
実
在
性
を
論
じ
て
い
る
。
師
は
当
初
、
護
教
的
立
場
か
ら
の
発
展
的
解
釈
を
試
み
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
翌
年
、
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
に
発
表
し
た
論
文
「
往
生
浄
土
に
つ
い
て
」
で
は
趣
が
異
な
っ
て
く
る
。
そ
の
文
面
か
ら

は
、
椎
尾
師
に
先
立
ち
、
現
世
に
お
け
る
「
向
上
発
展
」
を
「
小
往
生
」
と
位
置
付
け
て
、
そ
れ
を
命
終
後
の
未
来
往
生
よ
り
も
重
要
視
す

る
「
現
世
往
生
主
義
者
」
が
既
に
出
現
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
具
体
的
な
人
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
山
崎
弁
栄

の
光
明
主
義
運
動
を
指
す
と
思
わ
れ
る(8)。
椎
尾
師
は
、
そ
の
者
た
ち
の
主
張
に
三
点
の
意
義
を
見
出
し
、
賛
同
の
意
を
表
し
て
い
る(9)。
第

一
に
「
現
実
の
信
仰
」、
す
な
わ
ち
現
代
人
は
、
未
来
の
安
楽
に
期
待
す
る
「
厭
穢
欣
浄
」
よ
り
も
、
現
世
を
い
か
に
生
き
る
か
と
い
う
問
題

の
方
に
関
心
が
あ
り
、そ
の
時
機
と
相
応
す
る
教
え
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
二
に「
自
信
教
人
信
」、す
な
わ
ち
現
世
往
生
主
義
者
は
、

自
分
自
身
の
信
仰
・
実
践
に
基
づ
い
て
思
想
を
表
現
し
て
い
る
。
第
三
に
「
来
世
往
生
信
ず
べ
か
ら
ず
」、
す
な
わ
ち
現
世
を
生
き
る
者
が
命

終
後
の
往
生
や
他
方
仏
土
の
浄
土
荘
厳
に
つ
い
て
確
信
を
得
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
確
信
で
き
な
い
こ
と
を
他
者
に
説
く
の
は
苦
痛
だ

と
い
う
。
も
っ
と
も
師
は
、
同
論
文
に
お
い
て
護
教
的
立
場
か
ら
の
現
世
往
生
主
義
批
判
も
四
点
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
永
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遠
の
向
上
で
あ
る
「
未
来
大
往
生
」
を
前
提
と
す
れ
ば
こ
そ
、
現
世
の
向
上
発
展
を
も
「
小
往
生
」
と
意
義
付
け
ら
れ
る
。
第
二
に
、
み
だ

り
に
新
義
異
解
を
立
て
て
自
他
を
欺
き
、
宗
内
の
信
仰
の
統
一
を
乱
す
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
第
三
に
、
浄
土
列
祖
に
よ
る
伝
統
的

教
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
時
処
機
縁
の
洗
練
淘
汰
を
経
た
大
選
択
の
結
果
で
あ
る
か
ら
、
徒
に
一
時
代
の
要
求
に
惑
溺
し
て
、
そ
れ
ら
を
軽
ん
じ

て
は
な
ら
な
い
。
第
四
に
究
竟
成
仏
と
未
来
往
生
と
現
世
の
心
行
と
を
混
同
視
す
べ
き
で
は
な
く
、
ま
た
未
来
往
生
を
願
う
念
仏
行
の
中
か

ら
不
求
自
得
に
生
じ
て
く
る
「
安
穏
不
撓
」
や
「
息
災
延
命
」
な
ど
の
法
益
を
軽
ん
じ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
師
は
こ
の
時
点
で
は
、
現

世
往
生
主
義
に
心
引
か
れ
な
が
ら
も
、
護
教
的
立
場
を
逸
脱
す
る
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
て
お
り
、
い
ま
だ
葛
藤
の
中
に
在
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
四
年
後
の
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）、
文
学
博
士
と
な
っ
て
「
二
灯
会
」
を
立
ち
上
げ
た
三
九
歳
時
に
発
表
し
た
論
文
「
浄
土
教
門

の
瑕
疵
」
で
は
、
伝
統
的
浄
土
宗
義
を
批
判
す
る
側
に
回
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
法
然
お
よ
び
浄
土
宗
教
団
の
思
想
的
欠
点
を
列
記
し
、
そ

の
第
二
の
欠
点
に
「
軽
視
現
生
失
」
を
挙
げ
る
。
続
く
第
三
の
「
元
祖
大
師
の
時
代
的
影
響
」
に
お
い
て
、
天
変
地
異
や
飢
饉
、
戦
乱
な
ど

の
中
で
法
然
は
死
後
往
生
を
説
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、「
世
道
善
徳
を
も
無
視
す
る
傾
向
あ
る
は
す
こ
ぶ
る
戒
慎

す
べ
き
点
な
り(10)」
と
批
判
し
て
い
る
。

後
に
著
さ
れ
た
『
法
然
と
日
本
文
化(11)』
や
『
法
然
上
人
の
影(12)』、
ま
た
椎
尾
師
の
宗
教
的
回
心
に
関
す
る
林
霊
法
師
の
記
録(13)に
よ
る
と
、
椎

尾
師
は
三
七
、
八
歳
か
ら
四
〇
歳
頃
ま
で
、
報
身
弥
陀
仏
の
解
釈
に
悩
ん
で
い
た
と
い
う
。
そ
ん
な
折
に
、
法
然
が
「
逆
修
説
法
」
三
七
日

に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
の
「
無
量
寿
」
に
つ
い
て
「
己
が
身
を
愛
惜
し
て
長
寿
の
果
報
を
求
め
給
へ
る
に
あ
ら
ず
、
た
だ
済
度
衆
生
の
方

便(14)」
と
説
明
し
、
寿
命
を
こ
そ
諸
の
功
徳
の
根
本
と
位
置
付
け
る
文
に
出
会
い
、「
宿
夢
忽
ち
覚
め
た
る
が
如
く
」、
独
自
の
信
仰
を
確
立
し
た

と
い
う
。
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
は
、「
寿
命
無
量
」
の
一
願
の
み
な
ら
ず
、
摂
仏
身
願
・
摂
国
土
願
・
摂
衆
生
願
の
全
て
が
衆
生

済
度
の
た
め
に
発
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
酬
因
感
果
の
仏
身
・
仏
土
に
も
相
違
は
無
く
、「
全
分
度
生
」
の
無
量
寿
に
統
合
さ
れ
る
の
だ
と
読
み

取
っ
た
と
い
う
。
ま
た
師
は
同
時
期
に
、
幾
度
も
観
経
曼
荼
羅
と
向
き
合
い
な
が
ら
「
彼
仏
今
現
在
説
法(15)」
の
文
意
に
つ
い
て
思
索
し
て
お
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り
、
阿
弥
陀
仏
の
「
説
法
」
つ
ま
り
動
的
な
活
動
は
、
極
楽
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
現
世
を
生
き
る
自
分
に
ま
で
届
い
て
い
る
の

だ
と
感
得
し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
体
験
を
通
し
て
師
は
、「
全
身
全
土
全
衆
生
阿
弥
陀
様
の
極
楽
の
中
に
、
一
切
衆
生
が
入
っ
て
い
る
。
み

な
生
か
さ
れ
て
い
る(16)」
と
い
う
、
渾
一
的
な
仏
身
仏
土
観
を
確
立
し
た
と
い
う
。

よ
っ
て
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）、
四
〇
歳
時
の
著
作
『
安
心
生
活
』
で
は
、
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
「
浄
土
門
は
全
く
教
門
に
束
縛
さ
れ
る

必
要
が
な
い
、
単
信
以
て
自
ら
の
生
活
を
つ
か
み
、
自
ら
の
生
活
を
徹
底
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
固
定
化
さ
れ
た
教
義
で
は
な

く
、
自
身
の
信
仰
に
基
づ
い
て
「
至
誠
生
活
」
を
説
く
こ
と
を
宣
言
し
、
ま
た
「
吾
人
の
如
く
不
完
全
な
り
し
も
の
が
既
に
完
全
な
る
弥
陀

と
し
て
成
仏
し
、
現
在
す
と
信
ず
」
と
い
う
信
仰
を
表
明
し
て
い
る(17)。
そ
し
て
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）、
四
六
歳
時
に
、
つ
い
に
「
共
生
」

の
語
を
掲
げ
る
に
至
る
。

四
、
往
生
浄
土
の
現
世
的
解
釈

「
共
生
会
」
を
立
ち
上
げ
た
二
年
後
の
大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
）、
椎
尾
師
は
浄
土
宗
立
教
開
宗
七
五
〇
年
記
念
講
演
に
お
い
て
、
伝
統

的
浄
土
宗
義
の
枠
を
超
え
た
「
往
生
」
解
釈
を
強
く
主
張
す
る(18)。
そ
の
講
演
録
『
開
か
る
る
は
死
か
生
か
』
を
見
る
と
、
講
題
の
通
り
冒
頭
に

お
い
て
、
往
生
の
真
の
意
義
と
は
生
と
死
と
の
い
ず
れ
に
開
か
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
を
立
て
る
。
そ
し
て
「
真
に
往
生
す
べ
き
も
の
は

何
ぞ
と
い
う
に
、
今
南
無
阿
弥
陀
仏
の
中
に
生
き
る
純
真
な
生
活
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(19)」
と
現
生
に
お
け
る
往
生
を
主
張
し
、
死
後
往
生

の
信
仰
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

真
に
願
う
べ
き
極
楽
は
生
命
の
世
界
で
あ
っ
て
単
な
る
物
質
的
結
構
で
は
な
い
。
こ
こ
に
生
き
る
生
が
か
し
こ
に
さ
ら
に
さ
ら
に
生
き

い
く
る
往
生
で
あ
る
。（
中
略
）
娑
婆
か
ら
極
楽
へ
と
物
質
の
位
置
転
換
で
な
い
。
要
す
る
に
一
般
の
見
る
祖
師
も
念
仏
も
往
生
も
極

楽
も
物
質
的
怠
惰
な
生
命
を
保
つ
と
す
る
の
で
は
な
い
か(20)。
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有
相
荘
厳
の
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
、
物
質
的
な
快
楽
を
享
受
す
る
こ
と
だ
け
を
願
う
信
仰
は
「
怠
惰
」
だ
と
批
判
し
て
い
る
。
ま

た
師
は
、
法
然
の
行
証
の
特
質
は
他
力
と
往
生
と
に
よ
っ
て
顕
さ
れ
た
と
指
摘
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

完
全
な
生
命
は
瞬
間
自
我
の
域
内
に
の
み
存
す
る
も
の
で
は
な
い
。
行
証
が
こ
こ
に
完
成
さ
れ
る
筈
は
な
い
。
こ
れ
に
南
無
阿
弥
陀
仏

に
活
き
る
も
の
が
、
未
来
際
を
通
じ
て
完
成
さ
れ
る
生
命
で
あ
る
と
。
し
か
る
に
行
証
を
彼
に
求
め
た
た
め
に
全
く
分
裂
し
て
真
生
と

な
ら
な
い
も
の
が
生
じ
た
。
こ
の
欠
陥
に
陥
ら
な
い
た
め
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
に
活
き
る
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ(21
)。

法
然
は
凡
夫
が
凡
夫
の
ま
ま
救
わ
れ
る
教
え
を
説
い
た
た
め
、往
生
し
た
後
に
行
証
が
成
就
す
る
と
表
現
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、そ
れ
に
よ
っ

て
現
生
に
お
け
る
「
真
生
」
す
な
わ
ち
「
真
剣
な
向
上
生
活
」
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
述
べ
る
。

ま
た
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
に
『
共
生
』
に
発
表
し
た
「
社
会
文
化
の
結
晶
た
る
浄
土
教
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

弥
陀
の
光
明
慈
悲
と
な
り
進
歩
を
は
か
る
の
が
極
楽
で
あ
る
。
仏
の
心
の
世
界
な
り
と
す
る
と
大
い
に
立
派
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
る

に
精
神
の
漠
々
た
る
も
の
の
ご
と
く
に
し
て
色
心
不
二
が
不
明
な
る
ゆ
え
、
浄
土
教
は
弥
陀
と
し
て
ま
た
往
生
人
と
し
て
具
体
的
に
表

さ
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
有
相
の
浄
土
と
い
う
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
指
方
立
相
を
い
う
の

で
あ
る
。（
中
略
）
浄
土
と
穢
土
と
を
対
立
し
て
考
え
る
と
き
、
信
の
世
界
と
無
信
の
状
態
、
自
然
に
し
ば
ら
れ
て
い
る
世
界
と
文
化
の

う
え
に
あ
る
世
界
、
こ
の
界
と
彼
国
と
、
た
し
か
に
十
万
億
の
仏
土
を
へ
だ
て
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
信
あ
ら
ば
正
法
現
前
し
て
か
の

国
遠
か
ら
ず
、
信
行
具
足
の
前
に
は
絶
え
ず
そ
の
風
光
に
接
す
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
極
楽
は
永
遠
の
理
想
境
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単

な
る
理
想
で
は
な
く
て
、
一
念
一
念
と
現
実
化
さ
る
る
と
こ
ろ
の
理
想
で
あ
る
。
無
相
離
念
で
は
な
く
て
有
相
で
あ
る(22
)。

こ
こ
で
は
、
生
と
死
と
で
は
な
く
、
信
と
無
信
と
の
相
違
に
よ
り
、
浄
土
と
穢
土
と
を
区
分
し
て
い
る
。
通
常
、「
指
方
立
相
」
と
は
、
極
楽

浄
土
が
西
方
十
万
億
仏
土
の
先
に
有
相
荘
厳
の
異
世
界
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
語
で
あ
る
が
、
椎
尾
師
は
、
そ
の
理
想
境
が
こ
の
社

会
に
一
瞬
一
瞬
、
実
現
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
指
す
の
だ
と
拡
大
解
釈
し
て
い
る(23)。
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こ
の
よ
う
な
現
世
的
往
生
解
釈
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
昭
和
三
三
年
（
一
九
五
六
）
の
著
書
『
極
楽
の
解
剖
』

で
は
、『
阿
弥
陀
経
』
な
ど
に
理
想
の
世
界
と
し
て
極
楽
浄
土
が
説
か
れ
る
こ
と
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
不
退
転
」
の
世
界
、
す
な
わ
ち
後
退
や
ま
ご
つ
き
や
行
き
詰
ま
り
の
な
い
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
進
歩
し
て
や
ま
ざ
る

世
界
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
浄
土
に
は
永
遠
の
、
無
量
寿
の
発
達
―
無
限
の
進
歩
―
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る(24)。

文
学
的
・
芸
術
的
に
表
現
さ
れ
た
美
し
さ
や
快
楽
で
は
な
く
、
永
遠
に
発
達
進
歩
し
て
い
て
い
く
「
不
退
転
」
の
世
界
で
あ
る
点
が
重
要
な

の
だ
と
い
う
。

ま
た
『
極
楽
の
解
剖
』
で
は
、
法
然
が
死
後
往
生
を
説
い
た
意
図
に
つ
い
て
、
現
生
に
絶
望
す
る
者
た
ち
に
対
し
て
、
現
生
か
ら
未
来
に

ま
で
続
い
て
い
く
救
い
の
永
遠
性
を
説
く
た
め
で
あ
っ
た
と
論
じ(25)、
そ
の
救
い
を
死
後
の
み
に
限
定
す
る
後
代
の
浄
土
宗
の
信
仰
を
、
次
の

よ
う
に
批
判
す
る
。

と
こ
ろ
が
さ
ら
に
時
代
が
移
っ
て
、
浄
土
教
で
は
こ
の
現
世
の
解
決
が
問
題
に
な
ら
ず
し
て
た
だ
死
後
の
問
題
だ
け
に
限
定
す
る
よ
う

に
な
り
、
だ
ん
だ
ん
そ
の
真
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
ず
死
ん
で
し
ま
っ
た
。（
中
略
）
し
た
が
っ
て
他
力
本
願
と
い
う
こ
と
の
正
し
い
実
が

だ
ん
だ
ん
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
他
力
本
願
と
い
う
の
は
お
ま
か
せ
を
す
る
、
ず
る
い
や
り
方
で
あ
り
、
本
当
の
も
の
は
因
果
の
法

則
に
し
た
が
っ
て
善
因
善
果
で
あ
る
か
ら
、
善
い
事
を
し
な
き
ゃ
な
ら
ん
が
、
そ
れ
も
う
ま
く
ゆ
か
ん
、
そ
こ
で
足
り
な
い
と
こ
ろ
だ

け
阿
弥
陀
様
の
手
伝
い
を
頼
む
、
と
い
う
考
え
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。（
中
略
）
み
な
極
楽
往
生
と
い
う
こ
と
は
、
め
い
め
い
極
楽
へ

行
っ
て
楽
を
す
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
仏
教
で
一
番
嫌
う
と
こ
ろ
の
利
己
的
な
満
足
、
自
分
だ
け
安
心
立

命
を
す
る
こ
と
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
の
見
方
ま
で
で
て
き
た(26)。

自
身
の
善
業
悪
業
に
よ
り
個
別
に
報
い
を
受
け
る
と
い
う
「
因
果
律
思
想
」
が
再
度
受
容
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
自
分
さ
え
往
生
す
れ
ば
そ

れ
で
い
い
と
す
る
、
利
己
的
な
個
在
主
義(27)が
蔓
延
し
、
浄
土
教
の
真
意
が
損
な
わ
れ
た
と
述
べ
る
。
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そ
し
て
椎
尾
師
自
身
は
、
浄
土
を
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

私
は
始
終
話
し
ま
す
が
い
か
な
る
も
の
に
も
生
き
死
に
の
二
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
て
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
個
々
に
つ
い
て
見
れ

る
よ
う
に
、
社
会
に
も
こ
の
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
社
会
の
死
ん
で
い
る
姿
や
ゆ
き
づ
ま
る
姿
が
穢
土
で
あ
り
、
社
会
が
進
み

発
展
す
る
姿
が
浄
土
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
停
滞
の
世
界
と
進
歩
の
世
界
で
す(28)。

利
己
的
な
個
在
主
義
に
よ
っ
て
停
滞
す
る
社
会
が
「
穢
土
」
で
あ
り
、
反
対
に
構
成
員
一
人
一
人
が
奮
励
努
力
す
る
こ
と
に
よ
り
発
展
・
進

歩
し
続
け
て
い
く
社
会
こ
そ
が
、
現
実
具
体
の
浄
土
な
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。

五
、
死
後
往
生
の
浄
土

も
っ
と
も
、
師
の
著
作
に
は
、
死
後
の
往
生
に
言
及
す
る
箇
所
も
散
見
さ
れ
る
。『
開
か
る
る
は
死
か
生
か
』
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

真
の
大
生
命
阿
弥
陀
仏
を
憧
憬
し
、
帰
命
す
る
南
無
阿
弥
陀
仏
の
中
に
涯
分
の
努
力
を
捧
ぐ
る
も
の
が
現
在
の
真
生
で
あ
り
、
か
か
る

真
生
者
が
未
来
永
遠
に
真
実
生
命
の
世
界
に
趣
入
す
る
を
往
生
極
楽
と
い
う
の
で
あ
る(29
)

同
様
の
表
現
は
、
戦
後
の
著
書
で
あ
る
昭
和
二
七
年
（
一
九
五
〇
）
の
『
日
本
浄
土
教
の
中
核
』
に
も
見
ら
れ
る
。

今
イ
キ
る
ば
か
り
で
な
く
、
い
つ
も
イ
カ
さ
れ
育
て
ら
れ
、
命
終
も
死
亡
で
な
く
仏
の
大
御
命
の
中
、
無
量
寿
の
イ
キ
イ
キ
し
た
社
会

（
極
楽
、
真
実
報
土
）
に
イ
キ
往
く
念
仏
と
な
っ
た(30)

こ
れ
ら
の
言
葉
に
よ
る
と
、
今
生
に
お
け
る
「
真
生
」
と
死
後
に
お
け
る
「
往
生
極
楽
」
と
は
、
連
続
し
な
が
ら
も
異
な
る
次
元
に
あ
る
よ

う
に
読
み
取
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
一
文
で
は
命
終
後
の
「
極
楽
」
が
「
真
実
報
土
」
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
一
見
す
る
と
親
鸞
的
な
無
相
浄
土
を
想
定
し
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て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
の
著
書
『
共
生
講
壇
』
の
第
七
講
「
極
楽
章
」
で
は
、
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

生
あ
ら
ん
限
り
は
真
実
に
真
実
に
と
生
き
て
、
最
後
は
永
遠
の
理
想
の
世
界
に
入
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
世
と
未
来
永
遠
の
世
界
と

は
ど
う
異
な
る
の
か
。
こ
の
世
は
真
生
に
都
合
の
よ
い
こ
と
も
あ
る
が
ま
た
都
合
の
悪
い
と
き
も
あ
る
。
彼
の
土
は
一
切
が
真
生
の
た

め
に
整
え
ら
れ
た
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
を
法
蔵
菩
薩
別
願
所
成
の
土
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
所
不
退
の
土
と
い
い
ま
す
。
退
化
な
き
世

界
、
真
生
き
わ
み
な
き
世
界
で
あ
り
ま
す(31)。

今
生
に
お
い
て
「
真
生
」
を
貫
い
た
者
は
、
死
後
に
「
法
蔵
菩
薩
別
願
所
成
」
の
「
彼
土
」
に
往
生
し
、
そ
こ
で
よ
り
高
度
な
「
真
生
」
の

営
み
を
続
け
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
極
楽
の
解
剖
」
で
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

仏
と
菩
薩
と
は
紙
一
重
だ
け
の
違
い
で
あ
る
か
ら
名
前
を
別
に
し
て
み
る
だ
け
の
違
い
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
な
ん
ら
の
違
い
も
な

い
。
知
識
に
お
い
て
も
実
行
に
お
い
て
も
距
た
り
が
な
い
。
こ
れ
を
一
生
補
処
と
い
う
。（
中
略
）
そ
う
い
う
も
の
の
住
む
世
界
、
換
言

す
れ
ば
か
か
る
人
々
の
生
活
の
仕
方
、
そ
れ
が
極
楽
で
あ
り
、
真
実
報
土
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
す(32)。

ほ
ぼ
仏
と
等
し
い
大
菩
薩
の
理
想
的
な
生
活
が
「
真
実
報
土
」
な
の
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
一
貫
し
て
社
会
や
生
活
の
有
り
様
を
問
題
と

す
る
師
に
お
い
て
は
、
命
終
後
の
極
楽
浄
土
も
や
は
り
有
相
世
界
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

六
．
二
種
深
信
と
阿
弥
陀
仏
の
解
釈

椎
尾
師
の
「
と
も
い
き
」
思
想
を
読
解
す
る
資
料
と
し
て
は
、
右
に
引
用
し
た
『
共
生
講
壇
』
が
多
用
さ
れ
る
。
そ
の
前
半
は
通
仏
教
思

想
に
基
づ
く
説
明
が
な
さ
れ
る
が
、
後
半
は
善
導
・
法
然
の
浄
土
教
に
則
っ
て
説
明
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
第
四
講
「
慙
愧
章
」
よ
り
第
五
講

「
如
来
章
」
に
か
け
て
は
、
念
仏
行
者
の
正
し
い
心
の
持
ち
様
で
あ
る
「
三
心
」
の
一
つ
、「
深
心
」
す
な
わ
ち
「
二
種
深
信
」
に
関
す
る
説
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明
が
な
さ
れ
る
。

①
信
機
、
自
屈
反
省

第
四
章
「
慙
愧
章
」
で
は
、「
徹
底
せ
る
自
屈
慙
愧
」
す
な
わ
ち
自
己
反
省
の
必
要
性
を
説
き
、
善
導
所
説
の
「
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
の
自

覚
を
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

死
は
元
よ
り
死
で
あ
る
が
、
現
に
生
と
思
っ
て
お
る
こ
と
ま
た
同
じ
く
死
で
あ
る
こ
と
を
生
死
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
是
所

に
生
ま
れ
て
彼
所
に
死
ぬ
、
元
年
に
生
ま
れ
て
五
十
年
に
死
ぬ
、
こ
れ
を
一
期
の
生
死
と
は
い
う
が
、
そ
の
全
体
が
世
間
や
義
理
や
体

裁
や
に
し
ば
ら
れ
て
、
真
実
の
生
命
を
全
う
せ
な
い
の
を
死
の
姿
と
い
ゝ
、
生
死
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
若
し
こ
れ
を
真
生
へ
と
覚

醒
す
る
側
か
ら
眺
め
返
せ
ば
、
支
柱
に
生
あ
り
、
す
べ
て
に
生
を
与
え
、
一
切
に
生
命
を
認
め
て
、
一
乗
成
仏
の
道
に
立
つ
の
で
あ
り

ま
す
。
し
か
し
一
般
の
姿
は
生
を
求
め
て
、
し
か
も
死
へ
と
死
に
ゆ
く
生
死
で
あ
り
ま
す(33)。

「
生
死
」
と
い
う
仏
教
的
課
題
は
、
通
常
「
六
道
輪
廻
」、
す
な
わ
ち
永
遠
に
繰
り
返
さ
れ
る
迷
い
と
苦
の
生
き
死
に
と
し
て
表
現
さ
れ
る
が
、

師
は
こ
こ
で
義
理
や
体
裁
な
ど
に
縛
ら
れ
て
「
生
命
」
を
活
か
す
こ
と
を
見
失
っ
た
生
き
方
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
師
は
、
地
獄
界

や
餓
鬼
界
の
苦
し
み
を
人
間
社
会
の
事
象
に
譬
え(34)、
ま
た
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
「
三
世
」
の
「
過
去
」
を
日
本
国
の
歴
史
と
位
置
付

け
て
懺
悔
を
促
す(35)な
ど
、「
罪
悪
生
死
」
の
自
覚
を
現
世
的
に
解
釈
し
て
い
る
。

だ
が
、
右
の
よ
う
な
「
信
機
」
の
現
世
的
解
釈
の
み
で
は
、
合
理
的
・
現
実
的
で
あ
る
反
面
、
自
己
の
罪
悪
性
の
自
覚
が
希
薄
化
す
る
よ

う
に
も
思
え
る(36)。
椎
尾
自
身
も
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
、
次
の
よ
う
な
死
生
観
も
語
っ
て
い
る
。

し
か
も
こ
の
罪
は
何
時
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
今
日
の
罪
悪
死
せ
る
が
ご
と
き
生
活
は
昨
日
の
つ
づ
き
で
あ
り
、
昨
日
は

ま
た
一
昨
日
の
つ
づ
き
で
あ
り
ま
す
。
か
く
し
て
今
年
は
去
年
の
つ
づ
き
で
あ
り
、
今
生
は
前
生
の
つ
づ
き
で
あ
る
と
順
次
に
そ
の
当

初
を
求
め
て
ゆ
き
ま
す
と
き
、
ま
っ
た
く
無
始
曠
劫
以
来
の
連
続
で
あ
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す(37)。
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生
死
輪
廻
説
に
則
っ
て「
罪
悪
生
死
」を
省
み
る
こ
と
で
、そ
の
自
覚
が
徹
底
さ
れ
る
の
だ
と
説
明
し
、「
一
切
の
罪
悪
は
わ
れ
に
あ
り
と
突
っ

か
か
っ
て
ゆ
く
の
が
宗
教
の
特
色
で
あ
り
ま
す
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。

②
信
法
、
阿
弥
陀
仏

椎
尾
師
は
、
右
の
慙
愧
、
懺
悔
が
「
向
上
発
展
の
初
門
」
と
な
り
、
第
五
講
「
如
来
章
」
の
「
信
法
」
す
な
わ
ち
「
渇
仰
」
へ
と
繋
が
る

と
説
き
、
そ
の
要
旨
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

わ
れ
の
わ
れ
と
す
る
も
の
は
愚
悪
の
塊
り
に
過
ぎ
な
い
。
わ
れ
の
わ
れ
な
ら
ざ
る
と
こ
ろ
に
如
来
無
辺
の
光
寿
が
現
れ
る
の
で
あ
り
ま

す
。
わ
が
今
日
の
生
活
は
一
切
共
同
力
の
上
の
も
の
で
あ
る
と
気
づ
く
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
「
四
十
八
願
、
摂
受
衆
生
、
乗
彼
願
力
、

定
得
往
生(38)」
の
要
領
で
あ
り
ま
す
。
宇
宙
の
発
展
が
覚
醒
意
志
と
な
り
、
意
志
の
選
択
決
定
が
願
力
と
な
り
、
願
力
の
選
択
が
四
十
八

願
意
志
と
な
っ
た
。
そ
の
願
意
志
に
は
一
点
も
自
己
の
た
め
に
し
終
え
る
も
の
な
く
、
そ
の
身
も
そ
の
浄
土
も
あ
げ
て
衆
生
の
た
め
で

あ
り
、
私
ど
も
の
た
め
で
あ
っ
た(39)。

自
身
や
人
間
の
罪
悪
性
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
り
我
執
が
打
ち
破
ら
れ
、「
わ
れ
の
わ
れ
な
ら
ざ
る
」
存
在
の
深
層
と
直
面
す
る
。
そ
こ
に
阿

弥
陀
如
来
の
光
明
と
寿
命
が
現
れ
、
さ
ら
に
我
々
衆
生
の
た
め
に
発
さ
れ
た
四
十
八
願
の
意
志
へ
の
気
付
き
が
齎
さ
れ
る
と
い
う
。

椎
尾
師
は
、
目
前
に
「
如
来
無
辺
の
光
寿
が
現
れ
る
」
の
を
見
る
、
す
な
わ
ち
「
見
仏
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

さ
ら
に
こ
れ
を
通
仏
教
の
上
に
戻
し
て
眺
め
ま
す
と
「
見
二

縁
起
一

者
見
レ

法
、
見
二

法
一

者
見
レ

仏
」
と
い
い
ま
す
。（
中
略
）
こ
の
縁
起
の

法
が
解
れ
ば
す
ぐ
に
仏
が
解
る
。
す
な
わ
ち
反
省
慙
愧
か
ら
積
極
的
に
転
ず
れ
ば
見
縁
起
=見
法
＝
見
仏
と
な
る
ゆ
え
に
浄
土
教
に
こ

の
転
進
を
「
信
機
と
信
法
」
と
も
い
う
の
で
あ
り
ま
す(40)。

「
見
仏
」
と
は
阿
弥
陀
仏
の
身
相
を
見
想
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
縁
起
の
法
を
理
解
す
る
こ
と
な
の
だ
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
縁
起
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の
法
」
と
は
、
個
々
の
存
在
を
「
一
切
の
諸
縁
力
の
所
生
」
と
見
な
す
こ
と
だ
と
説
明
す
る
。
全
法
界
の
力
が
「
増
上
縁
」
と
し
て
集
注
す

る
こ
と
に
よ
り
、
自
身
を
は
じ
め
草
木
な
ど
一
々
の
存
在
が
生
じ
て
い
る
。
よ
っ
て
個
々
の
存
在
は
一
切
体
で
も
あ
り
、
無
我
で
あ
り
平
等

で
あ
る
か
ら
、「
如
々
の
実
相
の
来
現
」
す
な
わ
ち
「
如
来
の
相
」
な
の
だ
と
説
く
。

平
等
の
根
底
に
た
っ
て
差
別
を
建
立
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
平
等
の
力
は
お
の
お
の
差
別
の
姿
を
通
し
て
完
全
に
現
さ
れ
て
く
る
の
で

あ
り
ま
す
。
老
人
は
老
人
に
、
子
供
は
子
供
に
、
男
は
男
に
、
女
は
女
に
、
与
え
ら
れ
た
る
力
の
ま
ま
に
真
実
は
よ
り
真
実
に
現
わ
さ

れ
ゆ
く
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
現
わ
る
べ
き
が
素
直
に
現
わ
れ
て
ゆ
く
の
が
如
来
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
如
来
な
る
が
ゆ
え
に
と

ど
ま
り
定
ま
れ
る
死
相
で
な
く
し
て
生
命
で
あ
り
進
化
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
大
自
然
で
あ
り
ま
す
。
大
自
然
と
は
山
海
金
石
の
一
々
の

事
相
を
指
す
の
で
は
な
く
て
、
宇
宙
全
体
を
通
じ
て
ゆ
く
進
化
の
生
命
を
い
う
の
で
あ
り
ま
す(41)。

個
々
の
存
在
は
た
だ
生
滅
を
繰
り
返
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
中
で
自
ず
と
進
化
を
遂
げ
、
よ
り
真
実
へ
と
近
付
い
て
い
く
。
そ
の
進
化
の

相
を
現
し
出
す
生
命
の
力
を
、
師
は
「
如
来
の
大
力
」
と
名
付
け
る
。

そ
の
「
如
来
の
大
力
」
は
、
人
間
の
心
を
照
ら
し
て
覚
醒
を
促
す
「
仏
光
」
と
も
な
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
自
己
存
在
の
根
底
に
生
命

そ
の
も
の
の
進
化
力
を
見
出
し
た
者
は
、
歓
喜
と
と
も
に
他
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
と
の
真
の
融
合
を
観
じ
、
我
欲
を
捨
て
て
自
他
の
向
上
進
化

に
邁
進
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
真
生
」
に
よ
り
、
社
会
ま
で
も
が
改
良
さ
れ
て
い
く
と
い
う
。
こ
の
、「
情
を
美
化
し
調
和
し
、
意
を
善
化

し
生
化
し
、
組
織
を
進
歩
せ
し
む
る
」
は
た
ら
き
を
、
椎
尾
師
は
「
仏
光
の
大
用
」
と
名
付
け
る
。

ま
た
椎
尾
師
は
、
そ
の
進
化
・
覚
醒
が
永
遠
に
相
続
し
、
末
広
が
り
に
倍
増
し
て
い
く
の
を
「
寿
王
の
大
生
」
と
名
付
け
る
。
師
は
、
こ

の
「
如
来
」「
仏
光
」「
寿
王
」
と
い
う
三
条
を
具
え
て
、「
一
切
衆
生
の
光
明
と
な
り
一
切
衆
生
の
寿
命
と
な
っ
て
、
一
切
衆
生
と
と
も
に
生

き
ま
し
ま
す(42)」
の
が
阿
弥
陀
仏
だ
と
い
う
。

晩
年
の
九
〇
歳
時
、
昭
和
四
一
年
（
一
九
六
六
）
に
『
阿
弥
陀
仏
の
理
解
と
表
現
』
に
寄
せ
た
文
章
の
中
で
は
、
次
の
よ
う
な
阿
弥
陀
仏
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観
が
記
さ
れ
て
い
る
。

仮
に
諸
仏
の
本
願
思
想
が
色
々
に
違
う
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
仏
と
し
て
は
全
体
同
一
と
み
れ
る
。
四
十
八
願
に
一
切
諸
仏
の
別

願
を
ま
と
め
た
と
考
え
、
そ
の
四
十
八
願
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
り
阿
弥
陀
仏
土
、
即
ち
極
楽
で
あ
り
、
一
切
の
往
生
、
す
な
わ
ち
全
人
類

文
化
の
発
達
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。（
中
略
）
弥
陀
浄
土
往
生
の
こ
と
は
小
乗
経
や
大
乗
の
浅
深
諸
経
で
は
尽
く
せ
な
い
。
唯
々
大

悲
で
考
え
る
べ
き
だ
。
そ
の
大
悲
と
は
、
深
遠
微
妙
、
天
地
の
中
に
一
切
が
覆
い
載
せ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
だ
と
い
っ
て
い
る(43)。

最
終
的
に
は
、「
四
十
八
願
」
に
一
切
諸
仏
の
本
願
も
統
合
さ
れ
、
ま
た
阿
弥
陀
仏
や
極
楽
国
土
、
往
生
、
更
に
は
衆
生
の
発
達
し
て
い
く
生

命
ま
で
も
が
統
合
さ
れ
る
と
い
い
、
そ
の
根
源
的
意
志
は
「
大
慈
悲
」
に
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
椎
尾
師
は
浄
土
教
解
釈
に
お
い
て
、
縁
起
説
と
善
導
の
「
本
願
増
上
縁
」
説
と
を
結
び
付
け
、
独
自
の
解
釈
を
構
築
す
る
。

す
な
わ
ち
、
縁
起
の
法
則
に
よ
る
自
然
界
や
人
間
社
会
の
生
滅
変
化
を
、
単
に
「
共
生
し
て
い
る
」
現
実
態
と
認
識
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
根

源
仏
・
阿
弥
陀
如
来
の
大
慈
悲
の
力
、「
他
力
」
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
る
進
化
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
そ
の
進
化
の
力
に
順
じ
て
、
自
他
の
向
上

を
目
指
し
、
よ
り
積
極
的
に
「
共
生
す
べ
き
」
だ
と
主
張
す
る
の
が
、
師
の
「
と
も
い
き
」
思
想
で
あ
る
。

七
、
報
身
、
人
格
仏
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏

右
の
よ
う
な
説
明
を
見
る
と
、
阿
弥
陀
仏
を
宇
宙
に
遍
満
す
る
法
身
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
椎
尾
師
は
一
貫
し
て
、

阿
弥
陀
仏
を
報
身
仏
と
解
釈
し
て
い
る
。『
宗
乗
の
省
察(44)』
で
は
阿
弥
陀
仏
を
法
身
仏
と
解
釈
し
よ
う
と
す
る
者
を
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て

い
る(45)。世

に
ま
た
、
法
身
仏
は
信
ぜ
ら
れ
る
が
報
身
仏
は
信
ぜ
ら
れ
な
い
と
い
う
人
が
い
る
。
誤
り
で
あ
る
。
法
身
仏
は
信
ず
る
と
い
う
そ
の

い
う
と
こ
ろ
の
法
身
仏
と
は
何
を
さ
す
の
か
。
曰
く
、
大
宇
宙
の
妙
体
な
り
と
。
そ
れ
は
ま
た
何
を
い
う
か
。
妙
体
と
は
何
ぞ
。
大
宇

椎
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弁
匡
の
浄
土
教
解
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宙
な
れ
ば
大
宇
宙
と
い
う
だ
け
で
よ
い
で
は
な
い
か
。
天
地
の
森
羅
万
象
、ズ
ラ
リ
と
な
ら
ん
だ
そ
の
状
態
が
何
ゆ
え
に
妙
体
な
の
か
。

訳
の
わ
か
ら
ぬ
も
の
を
有
難
が
っ
て
一
体
ど
う
す
る
の
か
。
法
は
衆
縁
和
合
を
相
と
す
る
。
法
身
の
妙
体
と
い
う
か
ら
に
は
天
地
を
一

の
和
合
体
と
み
る
の
で
あ
ろ
う
。
天
地
に
み
つ
る
無
数
の
分
子
の
配
列
を
ど
う
し
て
和
合
と
み
る
の
か
。
そ
れ
を
ま
た
仏
と
は
ど
う
し

て
名
く
る
の
か
。（
中
略
）
そ
も
そ
も
天
地
を
あ
げ
て
『
大
』
生
命
と
な
し
、
法
身
の
妙
体
と
な
す
こ
と
は
、
報
身
の
実
感
を
根
底
と
し

て
成
立
す
べ
き
で
あ
る
。
わ
が
一
息
一
息
の
念
仏
の
う
ち
に
現
る
る
真
実
の
大
生
命
、
一
歩
一
歩
の
真
生
に
現
わ
る
る
全
分
他
受
用
の

報
身
仏
、
一
切
時
一
切
所
に
お
い
て
一
切
を
生
か
し
目
醒
ま
し
給
う
願
成
の
仏
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
仏
と
い
う
こ
と
が

わ
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る(46)。

念
仏
や
「
真
生
」
の
実
践
の
内
に
、「
全
分
度
生
」
の
大
生
命
と
し
て
は
た
ら
き
か
け
て
く
る
報
身
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
仏
と
し
て
認
識
し
得
る

の
で
あ
り
、
衆
生
と
接
触
す
る
こ
と
も
な
く
遍
満
す
る
だ
け
の
法
身
で
は
認
識
す
る
こ
と
な
ど
叶
わ
な
い
と
い
う
。

ま
た
、『
共
生
講
壇
』
で
は
、「
如
来
、
仏
光
、
寿
王
、
こ
の
三
条
を
具
し
た
る
人
格
者
を
仏
教
で
は
「
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
の
で
あ
り
ま

す(47)」
と
い
う
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
を
「
人
格
者
」
と
表
現
し
て
い
る
。
師
は
そ
の
「
人
格
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

真
の
進
歩
、
真
の
生
命
、
こ
れ
を
暫
く
人
格
と
呼
ぶ
。
こ
れ
を
人
格
と
呼
ぶ
の
は
当
た
ら
ぬ
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
聖
格
と
い
っ
た
と

こ
ろ
で
、
や
は
り
聖
人
を
予
想
し
て
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
む
し
ろ
人
と
い
っ
た
方
が
私
に
は
一
番
感
じ
が
近
く
て
正
し
い
の
で

人
格
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す(48)。

進
歩
し
続
け
る
と
い
う
動
的
な
生
命
に
「
人
格
」
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
師
は
、
帰
依
渇
仰
の
対
象
と
し
て
人
格
仏
を
受
容
し
て

い
る
。
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八
、
ま
と
め

今
回
、
椎
尾
弁
匡
師
の
浄
土
教
に
関
連
す
る
著
作
よ
り
、
極
楽
浄
土
お
よ
び
阿
弥
陀
仏
の
解
釈
に
つ
い
て
読
解
し
た
。

椎
尾
師
は
幼
少
期
よ
り
、
善
導
・
法
然
の
浄
土
教
を
現
代
的
に
表
現
す
る
必
要
性
を
強
く
感
じ
て
お
り
、
三
〇
代
半
ば
ま
で
は
護
教
的
立

場
か
ら
の
発
展
的
解
釈
を
試
み
て
い
た
。
し
か
し
、
山
崎
弁
栄
の
光
明
主
義
運
動
に
刺
激
を
受
け
る
な
ど
し
て
、
次
第
に
伝
統
的
浄
土
宗
義

に
対
す
る
批
判
を
強
め
、
前
半
生
の
念
仏
実
践
お
よ
び
研
究
・
思
索
の
成
果
と
し
て
四
〇
歳
頃
に
独
自
の
信
仰
を
確
立
し
た
。
そ
の
信
仰
と

は
、
阿
弥
陀
仏
が
「
全
分
度
生
」
の
「
無
量
寿
」
と
し
て
全
存
在
に
宿
っ
て
お
り
、
彼
土
此
土
を
分
け
ず
全
時
空
に
遍
満
し
て
い
る
と
い
う
、

渾
一
的
な
仏
身
仏
土
観
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
伝
統
的
浄
土
宗
義
の
枠
を
超
え
た
「
往
生
浄
土
」
お
よ
び
「
阿
弥
陀
仏
」
の
解
釈
を
主
張

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
往
生
浄
土
」
に
つ
い
て
は
、
師
は
現
世
す
な
わ
ち
社
会
生
活
に
強
い
関
心
を
持
つ
た
め
、「
死
後
往
生
」
の
み
に
固
執
す
る
信
仰
を
批
判

し
て
い
る
。
来
世
に
お
け
る
物
質
的
快
楽
を
説
く
こ
と
は
怠
惰
に
繋
が
り
、
ま
た
個
別
の
往
生
を
説
く
こ
と
は
利
己
主
義
に
繋
が
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
自
己
存
在
の
根
底
に
「
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
」、
す
な
わ
ち
生
命
そ
の
も
の
の
進
化
力
を
見
出
す
者
は
、
利
己

主
義
を
打
ち
破
っ
て
自
他
の
向
上
を
志
向
し
、
自
身
の
職
務
に
努
力
奮
励
す
る
「
真
生
」
に
邁
進
す
る
と
い
う
。
そ
の
「
真
生
」
に
よ
っ
て

発
展
し
て
い
く
社
会
こ
そ
が
、
浄
土
の
最
も
具
体
化
さ
れ
た
相
、「
指
方
立
相
」
の
共
生
浄
土
な
の
だ
と
論
じ
る
。
他
方
で
、
師
は
「
真
生
」

の
理
想
郷
と
し
て
、
命
終
後
に
往
生
す
る
「
彼
土
」
と
し
て
の
極
楽
浄
土
を
認
め
て
も
い
る
。

「
阿
弥
陀
仏
」
に
つ
い
て
は
、
師
は
生
命
そ
の
も
の
の
進
化
力
を
「
如
来
の
大
力
」、
そ
れ
に
覚
醒
さ
せ
る
こ
と
で
人
々
を
「
真
生
」
へ
と

促
し
、
社
会
・
世
界
を
発
展
・
向
上
さ
せ
る
は
た
ら
き
を
「
仏
光
の
大
用
」、
そ
の
進
化
・
覚
醒
が
無
際
限
に
続
い
て
い
く
こ
と
を
「
寿
王
の

大
生
」
と
名
付
け
、
そ
の
三
条
を
具
え
る
の
が
阿
弥
陀
仏
だ
と
解
釈
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
を
全
宇
宙
、
全
衆
生
の
内
に
遍
満
す

る
生
命
の
力
用
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
帰
依
渇
仰
の
対
象
と
し
て
人
格
仏
を
受
容
し
て
い
る
。
突
き
詰
め
る
と
、
師
は

椎
尾
弁
匡
の
浄
土
教
解
釈
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縁
起
説
と
善
導
の
「
本
願
増
上
縁
」
説
と
を
結
び
付
け
る
中
か
ら
、
自
然
界
や
人
間
社
会
の
生
滅
変
化
を
、
阿
弥
陀
仏
の
大
慈
悲
の
力
、「
他

力
」
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
る
進
化
・
向
上
と
し
て
解
釈
し
、
そ
の
力
に
順
じ
て
「
共
生
す
べ
き
だ
」
と
説
く
の
で
あ
る
。

1

堀
内
俊
郎
氏
「
仏
教
に
お
け
る
共
生
の
基
盤
の
可
能
性
と
し
て
の
「
捨
（
upeks.ā）」」
(『
国
際
哲
学
研
究
』
一
、
平
成
二
四
年
)参
照
。

2
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
四
、
二
八
八
〜
三
一
二
頁
。

3

阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
り
、
念
仏
行
者
に
現
当
二
世
の
利
益
が
齎
さ
れ
る
と
い
う
縁
。
善
導
は
『
観
経
疏
』「
定
善
義
」
の
第
九
真
身
観
の
説
明
に
お
い

て
、
阿
弥
陀
仏
と
衆
生
と
を
結
び
つ
け
る
「
三
縁
」
の
一
つ
と
し
て
「
増
上
縁
」
を
挙
げ
、「
衆
生
稱
念
、
即
除
多
劫
罪
、
命
欲
終
時
、
佛
與
聖
衆
、
自
來

迎
接
、
諸
邪
業
繫
無
能
礙
者
、
故
名
增
上
縁
也
」（『
浄
土
宗
全
書
』
二
、
四
九
頁
上
）
と
説
明
す
る
。
ま
た
『
観
念
法
門
』
で
は
「
滅
罪
」「
護
念
得
長
命
」

「
見
仏
」「
摂
生
」「
証
生
」
と
い
う
五
種
増
上
縁
を
挙
げ
て
い
る
（『
浄
土
宗
全
書
』
四
、
二
二
七
頁
下
）。

4
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
四
、
三
一
六
頁
。

5

藤
吉
慈
海
編
『
往
生
浄
土
の
理
解
と
表
現
』（
知
恩
院
浄
土
宗
学
研
究
所
、
昭
和
四
一
年
）、
六
九
頁
。

昭
和
三
〇
年
の
著
作
『
法
然
上
人
の
こ
え
』
で
は
、「
十
三
の
小
学
通
い
の
日
に
、
先
生
が
極
楽
は
西
の
方
に
あ
る
と
答
え
た
私
の
答
弁
を
斥
け
て
、
南
無

阿
弥
陀
仏
だ
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
は
南
に
は
な
い
が
、
東
に
も
北
に
も
あ
る
と
い
わ
れ
た
の
で
、
泣
い
て
学
校
を
去
っ
た
」（『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
五
、
三
〇

五
頁
）
と
語
っ
て
い
る
。

6
『
宗
教
界
』
六
―
二
、
七
〇
〜
二
頁
。

7

望
月
信
道
編
『
浄
土
宗
要
十
講
』（
東
光
社
）
二
四
〇
〜
三
一
四
頁
。
浄
土
宗
本
山
善
導
寺
に
お
け
る
講
演
録
に
手
を
加
え
た
も
の
。

8

林
霊
法
『
法
然
浄
土
教
と
現
代
の
諸
問
題
』（
百
華
苑
、
昭
和
四
六
年
）
三
五
二
〜
四
頁
、
香
川
孝
雄
「
明
示
後
半
期
に
お
け
る
浄
土
学
の
教
学
」（『
浄
土

宗
学
研
究
』
九
、
昭
和
五
一
年
）
七
八
頁
参
照
。
香
川
氏
に
よ
る
と
、
光
明
会
が
信
仰
団
体
と
し
て
発
足
し
た
の
は
大
正
三
年
で
あ
る
が
、
山
崎
弁
栄
自

身
の
信
仰
が
確
立
し
た
の
は
そ
れ
よ
り
も
か
な
り
早
く
、
明
治
三
〇
年
頃
よ
り
著
書
の
中
で
そ
の
信
仰
を
発
表
し
て
い
た
と
い
う
。

9
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
四
、
三
九
五
〜
六
頁
。
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10
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
四
、
四
〇
〇
頁
。

11

文
部
省
教
学
局
編
纂
『
日
本
精
神
叢
書
五
六

法
然
と
日
本
文
化
』（
昭
和
一
五
年
）
一
〇
〜
一
頁
。

12

昭
和
二
五
年
の
著
作
。『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
五
、
二
四
一
〜
二
頁
。

13

林
霊
法
「
椎
尾
弁
匡
上
人
の
共
生
浄
土
」（『
浄
土
宗
学
研
究
』
九
、
昭
和
五
一
年
）、『
椎
尾
弁
匡
先
生
と
共
生
浄
土
』（
百
華
苑
、
昭
和
六
三
年
）
一
〇
七

〜
一
三
一
頁
。

14

正
し
く
は
「
彌
陀
如
來
、
發
壽
命
無
量
願
、
非
爲
御
身
求
長
壽
之
果
報
、
爲
濟
度
利
生
可
久
、
又
爲
令
衆
生
發
欣
求
之
心
也
」（『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全

集
』
二
四
九
頁
）。

15
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』「
其
土
有
佛
、
号
阿
彌
陀
、
今
現
在
説
法
」（『
浄
土
宗
全
書
』
一
、
五
二
頁
）。

16
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
五
、
二
四
二
頁
。

17
『
安
心
生
活
』（
良
書
刊
行
会
、
大
正
六
年
）、
一
五
〜
六
頁
。

18
「
共
生
三
十
年
史
」
で
は
、『
開
か
る
る
は
死
か
生
か
』
に
つ
い
て
「
本
書
は
浄
土
宗
内
に
投
ぜ
ら
れ
た
爆
弾
的
著
書
で
あ
る
」（『
喜
寿
記
念

椎
尾
博
士

と
共
生
』
九
〇
頁
）
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

19
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
五
、
四
二
一
頁
。

20
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
五
、
四
二
二
頁
。
傍
線
は
筆
者
が
付
け
加
え
た
（
以
下
同
）。

21
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
五
、
四
四
三
頁
。

22
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
四
、
三
七
五
頁
。

23
『
共
生
講
壇
』
の
「
極
楽
章
」
で
は
、「
浄
土
と
は
「
浄
ま
っ
た
」
世
界
で
は
な
く
て
「
浄
め
ゆ
く
」
世
界
で
あ
り
ま
す
」（『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
九
、
二
六

八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
七
）
の
論
文
「
ふ
た
た
び
指
方
立
相
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
も
、「
こ
の
如
来
寿
光
の
う
ち
に
南
無

阿
弥
陀
仏
し
消
息
す
る
現
世
の
相
が
選
ま
（
本
文
マ
マ
）
れ
た
る
方
相
で
あ
る
」（『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
四
、
四
二
八
頁
）
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。。

24
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
一
、
四
五
二
頁
。

25
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
一
、
四
六
一
〜
二
頁
。

26
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
一
、
四
六
二
〜
三
頁
。

27

椎
尾
師
は
『
極
楽
の
解
剖
』
に
お
い
て
「
マ
ル
キ
ス
ト
と
宗
教
」
に
つ
い
て
も
論
じ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
批
判
の
背
景
に
は
、
マ
ル
ク
ス
の
宗
教
批
判

椎
尾
弁
匡
の
浄
土
教
解
釈
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の
影
響
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
時
代
人
で
あ
る
鈴
木
大
拙
（
一
八
七
〇
〜
一
九
六
六
）
は
、
昭
和
一
九
年
（
一
九
四
四
）
の
著
『
日
本
的
霊
性
』

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
浄
土
教
が
教
う
る
「
浄
土
」
よ
り
も
、
そ
の
絶
対
他
力
の
と
こ
ろ
に
、
こ
の
教
え
の
本
質
が
あ
る
の
で
あ
る
。

此
土
が
穢
土
だ
か
ら
、
彼
土
で
往
っ
て
浄
き
生
活
が
出
来
る
。「
さ
ぁ
往
こ
う
」
と
い
う
の
は
、
浄
土
教
の
本
旨
で
は
な
い
。
浄
土
教
が
浄
土
を
説
く
は
、

浄
土
で
は
業
の
繋
縛
か
ら
離
れ
て
悟
り
を
開
く
こ
と
が
出
来
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
浄
土
往
生
は
手
段
で
、
悟
り
が
目
的
な
の
で
あ
る
。（
中
略
）
浄
土

を
末
世
観
に
繋
い
で
、
現
世
の
延
長
の
よ
う
に
す
る
は
、
宗
教
で
は
な
い
。
極
め
て
低
級
で
安
易
な
「
物
質
」
主
義
、「
個
人
主
義
」
の
反
響
で
あ
る
。
こ

ん
な
こ
と
で
大
地
の
霊
を
胡
魔
化
さ
ん
と
す
る
か
ら
、
唯
物
論
者
な
ど
か
ら
宗
教
は
阿
片
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
法
然
上
人
に
至
っ
て
大

分
宗
教
の
本
質
に
触
れ
て
来
る
。
し
か
し
来
迎
を
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、な
お
引
っ
か
か
り
が
あ
る
」（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
版
、七
四
〜
五
頁
）。

こ
の
よ
う
な
浄
土
宗
義
批
判
は
、
椎
尾
師
一
個
人
の
み
な
ら
ず
、
浄
土
宗
内
外
の
同
時
代
人
に
よ
っ
て
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

28
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
一
、
四
六
五
頁
。

29
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
五
、
四
四
六
頁
。

30
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
五
、
二
三
頁
。

31
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
九
、
二
七
五
頁
。

32
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
一
、
五
二
七
頁
。『
社
会
文
化
の
結
晶
た
る
浄
土
教
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
極
楽
は
無
量
寿
の
世
界
で
あ
る
。
こ

れ
を
涅
槃
す
な
わ
ち
永
遠
不
滅
の
世
界
で
あ
り
、
ま
た
生
命
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
経
に
無
為
界
と
あ
る
。
こ
の
無
為
と
い
う
の
を
感
違
い
し

て
極
楽
は
な
に
ご
と
も
せ
な
い
で
よ
い
と
考
う
る
も
の
が
あ
る
。（
中
略
）
す
な
わ
ち
こ
の
世
に
て
は
退
縁
が
あ
る
、
彼
土
で
は
菩
薩
仏
道
を
行
す
る
こ

と
が
自
由
な
る
を
無
為
と
い
う
の
で
あ
る
」（『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
四
、
三
七
四
〜
五
頁
）。
こ
こ
で
は
「
極
楽
」
を
「
涅
槃
」「
無
為
界
」
と
呼
称
し
て
い

る
が
、
そ
の
「
無
為
」
と
は
、
彼
土
に
お
い
て
自
由
自
在
に
仏
道
を
行
じ
る
こ
と
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

33
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
九
、
一
六
一
頁
。

34
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
九
、
二
〇
一
頁
。

35
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
九
、
一
七
〇
頁
。

36

一
九
五
〇
年
の
著
作
『
法
然
上
人
の
影
』
に
お
い
て
も
、「
江
戸
時
代
に
真
宗
が
報
恩
念
仏
の
み
を
い
う
に
対
し
、
浄
土
宗
が
常
懺
悔
の
み
を
い
う
こ
と
に

な
っ
た
の
は
共
に
偏
執
で
あ
る
」（『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
五
、
一
九
三
頁
）
と
述
べ
て
お
り
、
懺
悔
に
偏
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
。

37
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
九
、
一
六
二
頁
。

共
生
文
化
研
究

創
刊
号

八
四



38

善
導
『
観
経
疏
』「
散
善
義
」（『
浄
土
宗
全
書
』
二
、
五
六
頁
上
）。

39
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
九
、
一
八
六
頁
。

40
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
九
、
一
八
六
〜
七
頁
。

41
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
九
、
一
九
三
頁
。

42
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
九
、
一
九
九
頁
。

43

藤
吉
慈
海
編
『
阿
弥
陀
仏
の
理
解
と
表
現
』（
知
恩
院
浄
土
宗
学
研
究
所
）
三
九
頁
。

44

ま
た
『
宗
乗
の
省
察
』
で
は
、「
仏
」
を
説
明
す
る
際
に
、「
知
見
と
は
知
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
り
、
一
切
衆
生
を
し
て
解
脱
せ
し
め
る
度
生
の
姿
で
あ
る
」

と
、
衆
生
に
働
き
か
け
て
く
る
「
解
脱
知
見
」
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
（『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
四
、
三
二
八
頁
）。

45

明
治
四
三
年
の
講
演
録
「
選
択
本
願
念
仏
」
や
大
正
一
六
年
の
著
作
『
人
間
の
宗
教
』（『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
七
、
二
五
二
頁
）
に
も
法
身
信
仰
へ
の
批
判

が
見
ら
れ
る
。

46
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
四
、
三
三
四
〜
五
頁
。

47
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
九
、
一
九
九
頁
。

48
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
九
、
二
一
四
頁
。

キ
ー
ワ
ー
ド

椎
尾
弁
匡
、
共
生
、
浄
土
宗
、
往
生
極
楽
、
阿
弥
陀
仏

（
さ
い
と
う

む
こ
う

東
海
学
園
大
学

共
生
文
化
研
究
所

講
師
）

椎
尾
弁
匡
の
浄
土
教
解
釈

八
五


