
廣

　　

瀬

-
摂
取
不
捨
と
行
信-

現

生

不

退

道

の

確

立

惺

「摂
取
不
捨
」
は
、
如
来
の
救
済
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
、
浄
土
教
に
お
い
て

重
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
『観
無
量
寿
経
』
「真
身
観
」
の
経
文
、

一
一
の
光
明
、
偏
く
十
方
世
界
を
照
ら
し
た
も
う
、
念
仏
の
衆
生
を
ぱ
摂
取
し

(
1
)

て
捨
て
た
ま
わ
ず
。

に
根
拠
す
る
も
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
そ
れ
は
、

善
導
に
よ
っ
て
、
『阿
弥
陀
経
』
の

阿
弥
陀
仏
の
名
義
釈
の
経
文
、

彼
の
仏
の
光
明
は
無
量
に
し
て
、
。
十
方
の
国
を
照
ら
す
に
、
障
優
す
る
所
無
し
。

是
の
故
に
号
し
て
阿
弥
陀
と
す
。

と
合
説
さ
れ
て
、

『弥
陀
経
』
及
び

『観
経
』
に
云
わ
く
、
「彼
の
仏
の
光
明
無
量

に
し
て
、

十

現
生
不
退
道
の
確
立

は
じ
め
に

方
の
国
を
照
ら
す
に
障
頭
す
る
所
無
し
。
唯
念
仏
の
衆
生
を
観
し
て
摂
取
し
て

捨
て
た
ま
わ
ず
。
故
に
阿
弥
陀
と
名
づ
く
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
親
鸞
は
、
そ
の

『観
無
量
寿
経
』
に
は
じ
ま
る
摂
取
不
捨
の
伝
統
を

受
け
つ
つ
も
、
『教
行
信
証
』
の

「行
巻
」
に
お
い
て
、

十
方
群
生
海
、
斯
の
行
信
に
帰
命
す
れ
ば
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
わ
ず
。
故
に
阿

(
4
)

弥
陀
仏
と
名
づ
け
た
て
ま
っ
る
。

と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
『観
無
量
寿
経
』
や

「往
生
礼
讃
」
等
に

お
い
て

「念
仏
衆
生
」
と
あ
る
の
を
、
あ
え
て

「行
信
に
帰
命
す
る
者
」
と
書
き
改

め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
親
鸞
の
表
現
に
は
、
「念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」

と

い
う
表
現
に
伏
在
し
て
い

る
課
題
が
見
据
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
課
題
を
超
克
し
え
た
と
こ

ろ
開
か
れ
た
、
確
信
に
満
ち
た
主
張
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

一
〇

一



一
〇
二

教
を
え
ら
ぶ
に
あ
ら
ず
、
機
を
は
か
ら
ふ
臨
に
。

こ
の
法
然
の
言
葉
は
、
そ
の
眼
か
ら
発
せ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。

浄
土
宗
立
宗
の
宜
言
書
で
あ
る

『選
択
本
願
念
仏
集
』
の
本
文
は
、

問
う
て
日
わ
く
。

一
切
衆
生
に
皆
仏
性
有
り
、
遠
劫
よ
り
以
来
応
に
多
仏
に
値

う
べ
し
。
何
に
因

っ
て
か
今
に
至
る
ま
で
、
な
お
自
ら
生
死
に
輪
廻
し
て
火
宅

(
8
)

を
出
で
ざ
る
や
。

と
の
、
問
い
を
も

っ
て
書
き
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
は

『安
楽
集
』
か
ら
の

引
文
で
あ
る
が
、
法
然
は
、
聖
道
門
仏
教
と
し
て
伝
統
さ
れ
て
き
た
過
去
の
全
仏
教

の
質
を
問
い
純
す
文
と
し
て
、
『選
択
集
』

の
冒
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
モ

の
問
い
は
、
仏
陀
の
根
本
経
説
と
い
え
る

「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
を
疑
惑
し
て
の

問
い
で
は
な
い
。
仏
陀
へ
の
絶
対
の
信
頼
の
も
と
に
、
な
ぜ
そ
の
経
説
が
衆
生
を
救

う
も
の
と
し
て
作
動
し
え
て
い
な
い
の
か
と
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え

ば
、
「生
死
に
輪
廻
し

て
火
宅
を
出
で
」

え
な
い
自
ら
の
現
実
に
立
脚
し
て
、
そ
の

現
実
に
立
つ
こ
と
な
く
、
そ
れ
と
は
全
く
無
関
係
な
と
こ
ろ
で

「
一
切
衆
生
悉
有
仏

性
」
の
根
本
経
説
を
教
理
と
し
て
弄
し
て
、
衆
生
の
現
実
と
仏
陀
の
経
説
と
を
分
断

せ
し
め
て
き
た
聖
道
門
仏
教
の
質
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
そ
の
問
い
を
受

け
る
文
の
中
で
、
聖
道
門
仏
教
の
難
証
性
を
指
摘
す
る
の
に
、

一
に
は
大
聖
を
去
る
こ
と
遥
遠
な
る
に
由
る

二
に
は
理
深
く
解
微
な
る
に
由
る

の
二
由
を
も
っ
て
し
、
逆
に
、
浄
土
門
仏
教
が
唯

一
の
成
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
述
べ

る

の
に
、

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
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紀
要
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十
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い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
主
張
と
は
、
浄
土
教
に
常
に
付
随
し
て
き
た
救
済
の
未
来
待
望

的
性
格
を
超
え
て
、
如
来
回
向
に
立
脚
し
た
現
生
不
退
な
る
仏
道
の
確
立
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
。

(
5
)

南
無
阿
弥
陀
仏

頷
弧

と
の
旗
印
を
も

っ
て
、
称
名
念
仏

一
つ
に
宗
教
的
救
済
の
全
て
を
凝
集
し
て
開
宗
し

た
、
法
然
の
浄
土
宗
立
宗
の
精
神
を
、
つ
い
に
全
開
せ
し
め
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い

え
る
の
で
あ
る
。

大
乗
仏
教
の
興
起
以
来
、
聖
道
門
仏
教
の
方
便
道
と
し
て
寓
宗
的
位
置
に
甘
ん
じ

て
き
た
浄
土
教
は
、
法
然
の
出
現
を
ま
っ
て
、
は
じ
め
て
浄
土
宗
と
し
て
立
宗
す
る

こ
と
を
え
た
。
浄
土
宗
立
宗
の
意
味
は
、
八
宗
九
宗
と
い
わ
れ
る
当
時
の
仏
教
諸
宗

派
の
う
え
に
、
さ
ら
に

一
宗
派
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
聖
道
門
仏

教
と
の
徹
底
し
た
異
質
性
の
確
認
の
も
と
に
、
そ
れ
と
の
完
全
な
訣
別
を
も

っ
て
建

立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
を
法
然
は
。

余
宗
の
人
、
浄
土
宗
に
そ
の
こ
こ
ろ
ざ
し
あ
ら
む
も
の
は
、
か
な
ら
ず
本
宗
の

意
を
棄
つ
べ
き
也
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
聖
道

・
浄
土
の
宗
義
各
別
な
る
ゆ
へ
也
。

と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
異
質
性
の
確
認
は
、
仏
道
の
生
命
で
あ
る
、
成
仏
道
で

あ
る
か
非
成
仏
道
で
あ
る
か
と
い
う

一
点
に
向
け
て
、
実
践
的
な
眼
に
お
い
て
な
さ

れ
て
い
る
。

-



で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
聖
道
門
仏
教
が
覚
と
未
覚
と
の
分
際
に
闇
く
、
成
仏
道
と

し
て
の
必
然
性
を
開
き
え
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
仏
道
で
あ
る
と
自

認
せ
し
め
て
き
た
も
の
、
そ
れ
は
、
成
仏
の
必
然
性
で
は
な
く
、
か
つ
て
釈
尊
ま
し

ま
し
た
と
い
う
、
釈
尊
の
人
格
性
へ
の
思
い
で
あ
る
。
聖
道
仏
教
の
難
証
性
の
第

一

由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

「大
聖
を
去
る
こ
と
遥
遠
」
は
、
そ
の
こ
と
を
指
摘
す

る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
未
覚
な
る
自
己
の
現
実
に
闇
く
、
仏
陀
の
教
に
理
を
求
め
る
聖
道

門
仏
教
に
対
す
る
に
、
浄
土
門
仏
教
は
、
徹
底
し
て

「生
死
に
輪
廻
し
て
火
宅
を
出

で
」
え
な
い
衆
生
界
の
現
実
、
未
覚
な
る
現
実
に
立
脚
す
る
こ
と
を
求
め
、
そ
こ
に

立

っ
て
仏
陀
の
教
説
を
問
い
返
し
た
と
こ
ろ
に
開
か
れ
る
仏
道
で
あ
る
。
故
に
、
先

の

「唯
浄
土
の
I
門
有
り
て
、
通
入
す
べ
き
路
な
り
」
の
文
を
受
け
て
、

一
切
衆
生
、
都
て
自
ら
量
ら
ず
。
若
し
大
乗
に
拠
ら
ぱ
、
真
如
実
相
第

一
義
空
、

曽
て
未
だ
心
に
措
か
ず
。
若
し
小
乗
を
論
ぜ
ば
、
見
諦
修
道
修
入
し
、
乃
至
那

含

・
羅
漢
、
五
下
を
断
じ
五
上
を
除
く
こ
と
、
道
俗
を
問
う
こ
と
無
く
、
未
だ

其
の
分
に
有
ら
ず
。
縦
い
人
天
の
果
報
有
る
も
、
皆
五
戒

・
十
善
の
為
に
、
能

く
此
の
報
を
招
く
。
然
る
に
持
ち
得
る
者
は
甚
だ
希
な
り
。

と
述
べ
て
、
大
乗

・
小
乗

・
世
間
善
等

一
々
の
立
場
を
詳
し
く
挙
げ
て
機
の
自
覚
を

警
し
、
さ
ら
に
、

若
し
起
悪
造
罪
を
論
ぜ
ば
、
何
ぞ
暴
風
駿
雨
に
異
な
ら
ん
。

と
結
す
る
の
で
あ
る
。

「暴
風
駿
雨
」、
そ
れ
は

一
切
の
夢
想
を
払

っ
た
と

こ
ろ
に
露
顕
す
る
人
生
の
現

一
〇
三

当
今
は
末
法
に
し
て
現
に
是
れ
五
濁
悪
世
な
り
)

と
、
現
に
今
な
る
自
身
の
現
実

へ
の
徹
底
し
た
確
認
を
も

っ
て
、

唯
浄
土
の
I
門
有
り
て
、
通
入
す
べ
き
路
y
　　咄
。

と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

聖
道
門
仏
教
の
難
証
性
を
指
摘
す
る
二
由
の
う
ち
、
第
二
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る

「
理
深
く
解
微
」
は
、

大
覚
世
尊

一
代
の
教
、
大
小
殊
な
り
と
雖
も
、
教

・
理

・
行

・
果
を
出
で
す
。

教
に
因
っ
て
理
を
顕
わ
し
、
理
に
依
っ
て
行
を
起
し
、
行
に
由
っ
て
果
を
弘
伺
。

と
述
べ
ら
れ
る
如
く
、
教
行
証
を
実
践
的
内
実
と
す
る
仏
道
を
教
理
行
果
と
次
第
し

て
、
教
に
理
を
求
め
て
教
理
仏
教
と
し
て
展
開
し
て
き
た
聖
道
門
仏
教
の
錯
誤
を
指

摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
既
に
諸
先
学
に
ょ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
、
未
覚
者
な

る
分
際
に
お
い
て
覚
者
の
教
に
理
を
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
理
で
あ
る
限

り
、
そ
こ
に
当
然
未
覚
者
に
解
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
未
覚
者
と
覚
者
は
そ

の
分
際
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
hソ
。
未
覚
者
の
側
か
ら
、
そ
の
解
の
力
に
よ
っ
て
覚

者
の
理
を
了
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
『大
無
量
寿

経
』
に
は
、

声
聞
或
い
は
菩
薩
、
能
く
聖
心
を
究
む
る
こ
と
莫
し
。
(
乃
至
)
如
来
の
智
慧

海
は
、
深
広
に
し
て
涯
底
無
し
。
二
乗
の
測
る
所
に
非
ず
。
唯
仏
の
み
独
り
明

ら
か
に
了
り
た
ま
え
り
。

と
経
説
さ
れ
て
い
る
。

仏
陀
の
経
説
に
理
を
求
め
る
な
ら
、
「理
深
く
解
微
」

は
必

然
的
帰
結
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
理
と
解
と
の
質
的
な
差
異
に
よ
る
も
の

現
生
不
退
道
の
確
立



外
に
仏
乗
を
加
う
る
な
り
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
す
る
に
、
浄
土
門
に
つ
い
て
は

次
に
往
生
浄
土
門
と
い
う
は
、
此
に
就
い
て
二
有
り
。

一
に
は
正
し
く
往
生
浄

土
を
明
す
の
教
、
二
に
は
傍
に
往
生
浄
土
を
明
す
の
教
な
り
。
初
め
に
正
し
く

往
生
浄
土
を
明
す
の
教
と
い
う
は
、
三
経

一
論
是
な
り
。
三
経
と
い
う
は
、

一

に
は

『無
量
寿
経
』
、
二
に
は

『観
無
量
寿
経
』
、
三
に
は

『阿
弥
陀
経
』
な
り
。

一
論
と
い
う
は
、
天
親
の

『往
生
論
』
是
な
り
。
(中
略
)

次
に
傍
に
往
生
浄

土
を
明
す
の
教
と
い
う
は
、
『華
厳
』
・
『法
華
』
・
『随
求
』
・
『尊
勝
』
等
の
、

も
ろ
も
ろ
の
往
生
浄
土
を
明
す
の
諸
経
是
な
り
。
又

『起
信
論
』
・
『宝
性
論
』
・

『十
住
批
婆
沙
論
』
・
『摂
大
乗
論
』
等
の
、
も
ろ
も
ろ
の
往
1
　浄
七
を
明
す
゜

一
〇
四

と
そ
れ
ぞ
れ
を
押
さ
え
、
そ
れ
ら
を
受
け
て
聖
道
門
の
大
意
が
、

凡
そ
此
の
聖
道
門
の
大
意
は
、
大
乗
及
び
小
乗
を
論
ぜ
ず
。
此
の
娑
婆
世
界
の

中
に
し
て
、
四
乗
の
道
を
修
し
て
四
乗
の
果
を
得
。
四
乗
と
い
う
は
、
三
乗
の

同
朋
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実
そ
の
も
の
で
あ
る
。
仏
陀
の
教
に
理
を
求
め
る
聖
道
仏
教
の
錯
誤
性
は
、
原
理
的

に
は
覚
と
未
覚
の
分
際
に
対
す
る
闇
さ
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
未
覚
な
る

衆
生
の
現
実
的
側
面
か
ら
い
う
な
ら
、
そ
の
現
実
が

「暴
風
駿
雨
」
で
あ
る
が
故
で

あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
暴
風
駿
雨
性
を
、
親
鸞
は
。

(
16
)

さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
ほ
さ
ば
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
ひ
も
す
べ
し

と
い
う
。
「暴
風
駿
雨
」

な
る
現
実
を
生
き
る
衆
生
に
と

っ
て
、

た
と
え
教
の
理
を

解
し
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
理
に
立
脚
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

定
型
化
さ
れ
た
全
て
を

一
挙
に
粉
砕
し
尽
く
す
の
が
、
生
の
現
実
と
し
て
の
暴
風
駿

雨
性
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
、
仏
陀
の
教
に
理
を
求
め
、
教
理
行
果
と
次
第
さ
れ
て
、
実
質

的
に
衆
生
の
現
実
か
ら
遊
離
し
て
、
教
理
仏
教
と
し
て
の
完
壁
性
を
追
求
し
て
き
た

聖
道
門
仏
教
に
対
し
て
浄
土
門
仏
教
と
は
何
か
。
い
ま
、
『選
択
集
』
「教
相
章
」
に

お
け
る
法
然
の
、
聖
浄
二
門
を
相
対
し
て
釈
す
る

一
段
に
端
的
に
伺
う
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
は
、

諸
論
是
な
り
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
法
然
は
、
聖
道
門
を
釈
す
る
に
な
し
た
如
く
、
浄
土

と
述
べ
て
、
ま
ず
聖
道
門
中
の
大
乗
に
つ
い
て

(
17
)

歴
劫
迂
廻
の
行

小
乗
に
つ
い
て
、

断
惑
証
理
、
入
聖
得
果
の
道

と

「傍
明
往
生
浄
土
の
教
」
を
挙
げ
て
、
浄
土
門
正
依
の
経
論
を
決
定
す
る
の
で
あ

る
。

一
見
す
る
に
、
聖
道
門
と
浄
土
門
を
並
列
し
て
述
べ
る
に
は
不
相
応
な
釈
し
方

が
な
さ
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。

法
然
は
、
意
図
的
か
否
か
は
別
に
し
て
、
往
生
浄
土
門
と
は
教
で
あ
る
と
言
お
う

と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
仏
陀
の
教
と
の
出
遇
い
に
全
て
が
あ
る
、
そ
れ
が
往

○

○

○

○

○

○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

`

　

/

初
め
に
聖
道
門
と
い
う
は
、
之
に
就
い
て
二
有
り
。

一
に
は
大
乗
、
二
に
は
小

　　

門
に
つ
い
て
、
浄
土
門
の
内
容

・
大
意
を
述
べ
て
い
な
い
。
「正
明
往
生
浄
土
の
教
」



生
浄
土
門
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
数
に
理
を
求
め
て
、
そ
れ
を
受
け

て
自
ら
の
力
を
も

っ
て
行
証
し
て
い
く
聖
道
門
仏
教
の
錯
誤
を
破

っ
て
、
覚
者
の
教

と
の
値
遇
に
お
い
て
即
行
証
道
が
成
就
せ
し
め
ら
れ
る
仏
道
が
往
生
浄
土
門
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
法
然
の
浄
土
門
に
つ
い
て
の
釈
は
、
親
鸞
の

『教
行
信
証
』
に
お
け
る
、(

21
)

大
無
量
寿
経

　

四
昌

と
の
、
浄
土
真
宗
の
全
て
を
経

(教
)
に
お
い
て
示
そ
う
と
す
る
標
挙
を
想
起
せ
し

め
る
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
未
覚
者
か
ら
覚
者

へ
の
道
は
、
未
覚
者
の
側
か
ら

は

一
切
断
た
れ
て
い
る
。
未
覚
者
の
上
に
覚
者
た
ら
し
め
る
行
を
開
示
せ
し
め
る
覚

者
の
教
と
の
値
遇
に
お
い
て

の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
『和
語
灯
録
』

に
記
せ
ら
れ

て

い
る
、かな

し
みく
聖
教
にむ
か
ひ
て、
てづ
か
ら身
づ
から
ひらき
て見
し
に、

善
導
和
尚
の

『観
経
の
疏
』

に
い
は
く
、
「
一
心
専
念
弥
陀
名
号
、

行
住
坐
臥

不
問
時
節
久
近
、
念
念
不
捨
者
、
是
名
正
定
之
業
、
順
彼
仏
願
故
」
と
い
ふ
文

を
見
え
て
の
ち
、
わ
れ
ら
が
ご
と
く
の
元
智
の
身
ぽ
、
ひ
と
へ
に
こ
の
文
を
あ

ふ
ぎ
、
も
は
ら
こ
の
こ
と
は
り
を
た
の
み
て
、
念
念
不
捨
の
称
名
を
修
し
て
。

(
22
)

決
定
往
生
の
業
因
に
そ
な
ふ
べ
し
。

と
の
、
法
然
の
回
心
の
記
述
、
ま
た
、

親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
ざ

(
23
)

よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
、
別
の
子
細
な
き
な
り

と
の
親
鸞
の
語
は
、
端
的
に
そ
の
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

現
生
不
退
道
の
確
立

覚
者
の
教
に
よ
る
未
覚
者

へ
の
行
の
成
就
、
そ
れ
は
未
覚
者
の

一
切
の
意
識
的
努

力
を
超
え
て
成
就
す
る
出
来
事
で
あ
る
。
た
だ
、
行
を
成
就
せ
し
め
る
教
と
の
値
遇

の
一
事
が
全
て
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
親
鸞
は
、
理
を
体
と
す
る
経

(教
)
に
簡

ん
で
、
真
実
教
で
あ
る

『大
無
量
寿
経
』
の
体
を
。

(
24
)

仏
の
名
号
を
以
て
経
の
体
と
す
る
也
。

と
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
衆
生
の
上
に
称
名
念
仏
と
し
て
発
動
す
る
行
の
ほ
か
に
名

号
は
な
い
。
行
を
体
と
す
る
教
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
行
が
衆
生
の
上
に
感
応
し
発
得

せ
し
め
ら
れ
る
。
そ
の
出
来
事
を
親
鸞
は
、

『教
行
信
証
』
「行
巻
」
に
、
『論
註
』

の
三
依
釈
の
文
に
よ
っ
て
さ
ら
に
実
働
的
に
述
べ
る
。

何
所
依
は
、
修
多
羅
に
依
る
な
り
。
何
故
依
は
如
来
即
ち
真
実
功
徳
の
相
な
る

・

を
以
て
の
故
に
。
云
何
依
は
、

五
念
門
を
修
し

て
相
応
せ
る
が
故
に
と
。
(中

略
)
真
実
功
徳
相
は
、
二
種
の
功
徳
有
り
。

一
つ
に
は
、
有
漏
の
心
従
り
生
じ

て
法
性
に
順
ぜ
ず
。
い
わ
ゆ
る
几
夫
人
天
の
諸
善

・
人
天
の
果
報
、
若
し
は
因

・
若
し
は
果
、
皆
是
れ
顛
倒
す
、
皆
是
れ
虚
偽
な
り
。
是
の
故
に
不
実
の
功
徳

と
名
づ
く
。
二
つ
に
は
、
菩
薩
の
智
慧

・
清
浄
の
業
従
り
起
こ
り
て
仏
事
を
荘

厳
す
。
法
性
に
依
り
て
清
浄
の
相
に
入
れ
り
。
是
の
法
顛
倒
せ
ず
、
虚
偽
な
ら

ず
、
真
実
の
功
徳
と
名
づ
く
。
云
何
が
顛
倒
せ
ざ
る
、
法
性
に
依
り
二
諦
に
順

ず
る
が
故
に
。
云
何
が
虚
偽
な
ら
ざ
る
、
衆
生
を
摂
し
て
畢
竟
浄
に
入
る
が
故

(
25
)

な
り
。

そ
こ
に
、
修
多
羅
に
依
る
根
拠
が
、
「如
来
即
ち
真
実
功
徳
相
な
る
を
以
て
の
故
に
」

と
い
わ
れ
て
い
る
。
「真
実
功
徳
相
」
と
は
。

一
〇
五



一
〇
六

成
仏
を
も

っ
て
究
極
的
な
人
間
の
救
い
と
す
る
の
が
仏
教
で
あ
る
。
動
乱
と
差
別

の
現
実
を
超
絶
し
て
、

一
如
平
等
な
る
世
界
を
証
得
せ
し
め
ん
と
す
る
の
が
仏
教
で

あ
る
。
そ
し
て
、
真
如

・
法
性

・
仏
性

・
涅
槃
等
々
と
表
現
さ
れ
る

一
如
な
る
世
界

は
、
単
な
る
理
想
の
世
界
と
し
て
未
来
に
求
め
ら
れ
、
ま
た
創
造
さ
れ
る
べ
き
世
界

で
は
な
い
。
逆
に
、
本
来
な
る
世
界
と
し
て
、
全
て
に
先
立

っ
て
、
そ
れ
あ
る
が
故

に
迷
妄
の
現
実
も
存
在
し
え
る
の
で
あ
り
、
迷
妄
の
現
実
に
も
貫
い
て
い
る
真
実
で

あ
る
と
い
え
る
。
親
鸞
は
、
そ
の
意
を
、

罪
業
も
と
よ
り
か
た
ち
な
し

　

妄
想
顛
倒
の
な
せ
る
な
り

心
性
も
と
よ
り
き
よ
け
れ
ど

　

こ
の
世
は
ま
こ
と
の
ひ
と
ぞ
な
き

あ
る
い
は
、

元
明
法
性
こ
と
な
れ
ど

　　　

心
は
す
な
わ
ち
ひ
と
っ
な
り

こ
の
心
す
な
わ
ち
涅
槃
な
り

　

こ
の
心
す
な
わ
ち
如
来
‰
咄

と
和
讃
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
そ
の
一
如
と
い
わ
れ
る
世
界
は
、
迷
妄
の

現
実
を
生
き
る
我
々
に
と

っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
経
験
的
世
界
と
し
て
意
識
内
化
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
来
な
る
世
界
で
あ
る
が
故
に
、
先
験
的
に
証
知
さ
れ
て
い

る
世
界
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
教
を
し
て
仏
教
た
ら
し
め
、
全
て

を
し
て
全
て
た
ら
し
め
て
い
る
世
界
で
あ
る
。

聖
道
門
と
い
い
、
浄
土
門
と
い
う
も
、
本
来
に
し
て
、
故
に
先
験
的
世
界
で
あ
る

一
如
を
証
得
す
る
こ
と
を
究
極
と
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
親
鸞
は
、
元
照
の

文
に
よ
っ
て
、

或
い
は
此
の
方
に
し
て
惑
を
破
し
真
を
証
す
れ
ば
、
則
ち
自
力
を
運
ぶ
が
故
に
、

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
号

真
実
功
徳
相
と
い
ふ
は
、
真
実
功
徳
は
1　
願
の
尊
号
な
り
、
相
は
か
た
ち
と
い

(
26
)

ふ
こ
と
ば
也
。

と
釈
さ
れ
て
い
る
如
く
、
親
鸞
に
お
い
て
、
行
で
あ
る
名
号
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
親

鸞
は
修
多
羅
に
依
る
根
拠
が
、
そ
の
経
が
行
を
体
と
し
て
衆
生
の
上
に
行
を
発
得
せ

し
め
る
か
ら
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
そ
し
て
、
衆
生
の
上
に
発
得
さ
れ

た
行
の
実
働
相
を
、
不
実
功
徳
と
相
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
実
功
徳
な
る
衆
生

の
現
実
を
転
ぜ
し
め
て
浄

(証
)
に
入
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。

以
上
、
浄
土
宗
の
立
宗
は
、
覚
と
未
覚
と
の
分
際
に
闇
く
、
覚
者
の
教
に
理
を
求

め
て
、
衆
生
の
現
実
の
上
に
成
仏
の
必
然
性
を
開
き
え
ず
に
教
理
仏
教
と
し
て
展
開

し
て
仏
と
衆
生
と
を
分
断
せ
し
め
て
き
た
聖
道
門
仏
教
を
破

っ
て
、
は
じ
め
て
、
万

人
に
成
仏

へ
の
必
然
性
を
公
開
し
え
る
仏
道
が
歴
史
上
に
樹
立
さ
れ
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
親
鸞
は
、
法
然
を
讃
し
て
。

(
27
)

真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師

と
記
す
る
の
で
あ
る
。

唯

一
な
る
成
仏
道
で
あ
る

「浄
土
の
一
門
」、

そ
れ
は
、
暴
風
駿
雨
な
る
現
実
を

離
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
に
立
脚
し
て
、
仏
陀
の
教
に
行
を
た
ま
わ
り
つ
づ
け
て
い

く
と
こ
ろ
に
開
か
れ
る
成
仏
道
で
あ
る
。

一

一



ん
。
此
く
の
如
き
の
愚
人
、
悪
業
を
以
て
の
故
に
、
応
に
悪
道
に
堕
し
、
多
劫

を
経
歴
し
て
、
苦
を
受
く
る
こ
と
無
窮
な
る
べ
し
。
此
く
の
如
き
愚
人
、
命
終

の
時
に
臨
み
て
、
善
知
識
種
種
安
慰
し
て
為
に
妙
法
を
説
き
教
え
て
念
仏
せ
し

む
る
に
遇
わ
ん
。
此
の
人
苦
に
逼
め
ら
れ
て
、
念
仏
に
逞
あ
ら
ず
。
善
友
告
げ

て
言
わ
く
。
汝
若
し
念
ず
る
に
能
わ
ず
ば
、
応
に
無
量
寿
仏
と
称
す
べ
し
。
是

く
の
如
き
心
を
至
し
て
声
を
し
て
絶
え
ざ
ら
し
め
て
、
十
念
を
具
足
し
て
南
無

(
33
)

阿
弥
陀
仏
と
称
せ
ん
。

と
経
説
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
善
導
が

一
心
に
弥
陀
の
名
号
を
専
念
し
て
、
行
住
坐
臥
に
時
節
の
久
近
を
問
わ
ず
、
念

(
34
)

念
に
捨
て
ざ
る
は
、
是
れ
を
正
定
の
業
と
名
づ
く
。
彼
の
仏
願
に
順
ず
る
故
に
。

と
い
い
、
ま
た
法
然
が
、
そ
れ
を
受
け
て
さ
ら
に
徹
底
し
て
、

称
名
念
仏
は
是
れ
彼
の
仏
の
本
願
の
行
也
。
故
に
之
を
修
す
る
者
は
、
彼
の
仏

(
35
)

願
に
乗
じ
て
、
必
ず
往
生
を
得
る
也
。

と
述
べ
て
、
称
名
行
の
根
拠
を

一
如
な
る
阿
弥
陀
の
本
願
に
求
め
え
て
い
る
こ
と
の

具
体
性
も
、
先
験
的
世
界
で
あ
る

一
如
を
経
験
内
容
と
し
て
証
得
し
よ
う
と
す
る
こ

と
の
不
能
の
極
限
に
お
い
て
発
得
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
称
名
念
仏
の
行
の
発
得
に
お
い
て
、

一
如
な
る
世
界
は
自
ら
の
行
修
に

よ
っ
て
証
得
さ
れ
る
世
界
で
は
な
く
、
摂
取
不
捨
な
る
世
界
と
し
て
浄
土
門
仏
教
は

感
得
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
感
得
を
開
か
し
め
た
の
が
、
『観
無
量
寿
経
』
「真
身
観
」

の
、

一
一
の
光
明
、
偏
く
十
方
世
界
を
照
ら
し
た
ま
う
、
念
仏
の
衆
生
を
摂
取
し
て

一
〇
七

大
小
の
諸
経
に
談
ず
。
或
い
は
他
方
に
往
き
て
法
を
聞
き
道
を
悟
る
は
、
須
ら

く
他
力
を
憑
む
べ
き
が
故
に
、
往
生
浄
土
を
説
く
。
彼
此
異
な
り
と
雖
も
、
方

(
30
)

便
に
非
ざ
る
こ
と
莫
し
、
自
心
を
悟
ら
令
め
ん
と
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
。
聖
道
門
と
い
い
浄
土
門
と
い
う
も
自
心
、
す
な
わ
ち
仏
性

・
一
如

を
悟
ら
し
め
る
方
便
で
あ
り
、
そ
の
方
法
の
異
な
り
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

聖
道
門
は
、
自
ら
の
行
修
す
る
能
力
に
依
拠
し
て
惑
を
破
し
て
証
得
し
よ
う
と
す
る

道
で
あ
hソ
、
そ
れ
に
対
す
る
に
浄
土
門
は
、
覚
者
の
教
に
お
い
て
発
得
せ
し
め
ら
れ

る
行
で
あ
る
称
名
念
仏
に
お
い
て
証
得
の
必
然
性
が
確
証
さ
れ
る
道
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
行
は
、
自
己
の
行
修
能
力
の
無
能
性
の
自
覚
、
す
な
わ
ち
、
覚
と
未
覚
の

分
際
に
対
す
る
自
覚
の
極
限
に
お
い
て
発
得
せ
し
め
ら
れ
る
行
で
あ

っ
た
。

然
し
て
、
浄
土
門
の
行
発
得
の
背
景
に
は
、
先
験
的
世
界
と
し
て
一
如
の
世
界
が

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
行
が
証
を
必
然
せ
し
め

る
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意
を
、
曽
我
量
深
師
は
、

法
然
上
人
の
専
修
念
仏
が
何
故
に
成
立
す
る
か
と
な
ら
ば
観
念
世
界
の
背
景
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
先
験
内
容
と
し
て
の
一
如
を
経
験
内
容
と
し
て
証
得
し
よ
う

と
す
る
、
そ
の
極
限
に
お
い
て
発
得
せ
し
め
ら
れ
る
行
が
称
名
念
仏
で
あ
る
。
そ
の

時
、
証
得
の
不
能
性
が
、
そ
の
ま
ま
成
就
に
相
応
す
る
内
実
を
有
す
る
。
親
鸞
は
。

(
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定
観
成
就
の
益
は
念
仏
三
昧
を
獲
る
を
以
て
観
の
益
と
す
る

と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
象
徴
的
に

『観
無
量
寿
経
』
下
品
下
生
段
に
、

或
い
は
衆
生
有
り
て
、
不
善
業
た
る
五
逆

・
十
悪
を
作
り
、
諸
の
不
善
を
具
せ

現
生
不
退
道
の
確
立



-

-

-

一
つ
に
は
親
縁
を
明
か
す
。
衆
生
行
を
起
こ
し
て
口
に
常
に
仏
を
称
す
れ
ば
、

仏
即
ち
之
を
聞
き
た
ま
う
。
身
に
常
に
仏
を
礼
敬
す
れ
ば
、
仏
即
ち
之
を
見
た

ま
う
。
心
に
常
に
仏
を
念
ず
れ
ば
、
仏
即
ち
之
を
知
り
た
ま
う
。
衆
生
仏
を
憶

念
す
れ
ば
、
仏
亦
衆
生
を
憶
念
し
た
ま
う
。
彼
此
三
業
相
い
捨
離
せ
ず
、
故
に

親
縁
と
名
づ
く
也
。
二
つ
に
は
近
縁
を
明
か
す
。
衆
生
仏
を
見
ん
と
願
ず
れ
ば
、

仏
即
ち
念
に
応
じ
て
現
じ
て
目
の
前
に
在
ま
す
。
故
に
近
縁
と
名
づ
く
也
。
三

に
は
増
上
縁
を
明
か
す
。
衆
生
称
念
す
れ
ば
、
即
ち
多
劫
の
罪
を
除
く
。
命
終

わ
ら
ん
と
欲
す
る
時
、
仏
聖
衆
と
自
ら
来
り
て
迎
接
し
た
ま
う
に
、
諸
の
邪
業

繋
、
能
く
膜
る
者
無
し
。
故
に
増
上
縁
と
名
づ
く
也
。

一
〇
八
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捨
て
た
ま
わ
ず
。

と
の
経
説
で
あ
る
。
善
導
は
、
そ
の
経
文
を
受
け
て
、
念
仏
衆
生
と
摂
取
不
捨
な
る

阿
弥
陀
と
の
関
係
を
、

取
不
捨
」、
そ
こ
に
浄
土
教
の
救
い
の
端
的
な
表
現
が
あ
る
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
親
鸞
は
そ
の
浄
土
教
の
救
済
表
現
の
伝
統
を
受
け
な
が
ら
も
、

十
方
群
生
海
、
斯
の
行
信
に
帰
命
す
れ
ば
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
わ
ず
。
故
に
阿

(
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)

弥
陀
仏
と
名
づ
け
た
て
ま
つ
る

と
独
自
の
表
現
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

定
散
の
自
心
に
迷
い
て
金
剛
の
真
信
に
昏
し

は
前
者
の
課
題
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
課
題
は
、
高
ら
か
に
、

凡
夫
救
済
の
道
と
し
て
。

(
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)

南
無
阿
弥
陀
仏

経
瓢

と
宣
言
し
て
立
宗
さ
れ
た
、
そ
の
立
宗
の
意
義
が
真
に
開
か
れ
る
か
否
か
に
関
わ
る

根
本
的
な
課
題
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
然
に
お
い
て
、
た
と
え
積
極
的
な
主
張
と
し
て
で
な
く
、
ま
た
中
心
的
位
置
を

占
め
る
も
の
で
は
な
い
と
は
い
え
、
臨
終
来
迎
思
想
が
み
ら
れ
る
こ
と
の
う
え
に
、

親
鸞
は
、
「念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」

と
い
う
救
済
表
現
の
内
に
、

い
ま

一
つ
明
確

に
し
、
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
を
見
出
し
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
課
題
は
、

一
方
に
お
い
て
、
’教
に
よ
っ
て
発
得
せ
し
め
ら
れ
た
行
の
純
粋

性
が
喪
失
せ
し
め
ら
れ
て
、
手
段
化
し
て
い
く
と
い
う
課
題
で
あ
り
、
他
方
に
お
い

て
、
摂
取
不
捨
と
し
て
感
得
さ
れ
た

一
如
の
世
界
が
理
想
化
さ
れ
て
、
再
度
証
得
さ

れ
る
べ
き
対
象
と
し
て
聖
道
化
、
あ
る
い
は
平
安
浄
土
教
に
み
ら
れ
る
如
く
、
隨
景

の
対
象
化
さ
れ
て
い
く
と
い
う
課
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
『教
行
信
証
』
「別
序
」

に
は
己
証
の
巻
開
顕
の
二
つ
の
課
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
。

自
性
唯
心
に
沈
み
て
浄
土
の
真
証
を
吃
す

と
、
美
し
く
表
現
す
る
。

い
わ
ゆ
る
三
縁
釈
で
あ
る
。

ま
さ
し
く
、
「念
仏
衆
生
摂

　　

は
後
者
の
課
題
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
り
、



等
の
表
現
の
う
え
に
、
そ
の
よ
う
な
課
題
が

「念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」
と
い
う
表
現

の
内
に
内
在
し
て
い
る
こ
と
が
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
課
題
は
、

念
仏
申
す
身
と
な
り
、
「念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」

な
る

世
界
に
救
済
を
見
出
し
た
者
自
身
が
、
そ
の
こ
と
の
内
に
開
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
課
題
な
の
で
あ
り
、
そ
の
課
題
は
、
教
え
に
よ
っ
て
、
先
験
内
容
と
し
て
の

一
如
を
経
験
内
容
と
し
て
証
得
し
よ
う
と
す
る
、
そ
の
極
限
に
発
得
せ
し
め
ら
れ
た
、

唯

一
の
現
実
的
根
拠
で
あ
る
称
名
念
仏
の
行
と
は
何
か
、
そ
の
意
義
が
徹
底
し
て
開

か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
る
課
題
で
あ
る
。
行
が
手
段
化
す
る
と
い
う
こ
と
、

ま
た
摂
取
不
捨
の
世
界
が
理
想
の
世
界
と
し
て
対
象
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
ど
ち

ら
も
発
得
せ
し
め
ら
れ
た
行
に
純
粋
に
立
脚
し
え
な
い
と
こ
ろ
に
惹
起
す
る
課
題
だ

か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、心

に
往
生
せ
ん
と
お
も
ひ
て
、
口
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
と
な
え
ば
、
こ
ゑ
に
つ

い
て
決
定
往
生
の
お
も
ひ
を
な
す
べ
し
。
そ
の
決
定
に
よ
り
て
、
す
な
は
ち
往

生
の
業
は
さ
だ
ま
る
也
。
か
く
心
え
つ
れ
ば
や
す
き
也
。
往
生
は
不
定
に
お
も

い
事
実
を
凝
視
す
る
。
そ
の
現
実
が
、
今
、

一
度
発
得
せ
し
め
ら
れ
た
称
名
念
仏
を

手
段
化
し
、
ま
た
感
得
せ
し
め
ら
れ
た
摂
取
不
捨
の
世
界
を
も
対
象
化
せ
し
め
ん
と

す
る
の
で
あ
る
。

換
言
す
る
な
ら
、

人
間
の
煩
悩
的
現
実
の
無
底
性
が
、
「念
仏
衆

生
摂
取
不
捨
」
と
表
現
さ
れ
る
救
済
の
世
界
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
現
実
か
ら
の
問
い
に

「念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」
の
世
界
が
充
分
に
応
答
し
え

な
い
が
故
に
、
念
仏
を
手
段
化
し
、
ま
た
摂
取
不
捨
な
る
如
来
を
も
、
い
ま
ひ
と
た

び
理
想

・
瞳
景
の
対
象
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
「念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」

な
る
世
界
は
、
自
己
の
衆
生
と
し
て
の
現
実
か
ら
の
逃
避
的
意
味
を
有
す
る
世
界
に

堕
し
て
い
く
危
険
性
を
孕
む
も
の
と
な
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
に
、
親
鸞
は
、
い
わ
ぱ
宗
教
的
現
実
と
衆
生
的
現
実
が
乖
離
し
て
い
か
ん
と

す
る
危
機
の
中
で
、
如
来
に
背
反
す
る
衆
生
の
現
実
を
徹
底
し
て
感
受
し
、
そ
こ
を

こ
そ
自
身
の
立
場
と
し
て
決
定
し
て
い
く
、
そ
の
果
て
に
、
発
得
せ
し
め
ら
れ
た
称

名
念
仏
に
お
い
て
、
そ
の
根
源
に
衆
生
の
煩
悩
中
に
廻
向
成
就
し
て
作
働
す
る
如
来

の
願
心
そ
の
も
の
を
感
得
す
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
因
位
法
蔵
菩
薩
の
名
に
お

け
る
本
願
と
の
値
遇
で
あ
る
。
親
鸞
は
。

如
来
の
本
願
、
称
名
に
顕
る

き
な
い
の
か
。
親
鸞
は
、
そ
の
こ
と
を
単
に
個
人
的
な
宗
教
意
識
の
問
題
と
し
て
頬

小
化
せ
し
め
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
塑
小
化
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
現
実
を
生
き

た
と
い
う
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
は
、
そ
こ
に
、
徹
底
し
て
如
来
に
背
反
し
て

在
る
罪
業
存
在
と
し
て
の
人
間
の
現
実
に
遭
遇
し
、
そ
の
現
実
を
生
き
ね
ば
な
ら
な

現
生
不
退
道
の
確
立

法
身
と
ま
ふ
す
仏
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
べ
き
正
因
に
、
弥
陀
仏
の
御
ち
か
ひ
を
、

(
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法
蔵
菩
薩
わ
れ
ら
に
廻
向
し
た
ま
へ
る

と
い
う
。
(「同
朋
仏
教
」
第
二
十

・
第
二
十

一
合
併
号
所
載
、
拙
稿

「親
鸞
の
二
種
回
向
観
」

参
照
)

一
〇
九

そ
れ
に
し
て
も
.
何
故
に
発
得
せ
し
め
ら
れ
た
行
に
純
粋
に
立
脚
す
る
こ
と
が
で

　　

と

い
い
、
ま
た
、



一
一
〇

あ
る
と
い
え
る
仏
教
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
仏
教
は
単
に
生
死
の
現

実
を
超
え
し
め
る
仏
教
で
は
な
く
、
人
間
と
し
て
生
死
の
現
実
を
生
き
る
主
体
を
実

現
す
る
仏
教
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
に
こ
そ
、
願
生
浄
土
の
仏
道
の
根
本
的
意
義

が
あ
る
の
で
あ
る
。
主
著

『教
行
信
証
』
の
本
文
が

季
路
問
わ
く
、
鬼
神
に
事
え
ん
か
と
。
子
の
日
わ
く
、
事
う
る
こ
と
能
わ
ず
。

人
い
ず
く
ん
ぞ
能
く
鬼
神
に
事
え
」一代
。

と
い
う
、
『論
語
』
の
文
を
も

っ
て
結
ば
れ
て

い
る
こ
と
が
、

既
に
諸
先
学
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、

独
自
な
読
み
か
え
に
よ
っ
て
、

人
間
の
、

神

々

(人
間
を
し
て
隷
属
せ
し
め
る
す
べ
て
)
か
ら
の
自
立
を
結
論
す
る
文
と
し
て
置
か

れ
て
い
る
。
『歎
異
抄
』
の
、

念
仏
者
は
児
碍
の
一
道
な
り
。
そ
の
い
は
れ
い
か
ん
と
な
ら
ば
、
信
心
の
行
者

に
は
天
神
地
祇
も
敬
伏
し
。
魔
界
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と
な
し
。
罪
悪
も
業
報

(
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を
感
ず
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
諸
善
も
お
よ
ぶ
こ
と
な
き
ゆ
へ
な
り
と

の
文
を
想
起
せ
し
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
曽
我
量
深
師
は
、
『歎
異
抄
』
第

一
条
の
、

し
か
れ
ぱ
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

へ
に
。
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
、
弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る

(
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)

ほ
ど
の
悪
な
き
ゆ

へ
に

の
文
を
も

っ
て
、
具
体
的
に
現
生
不
退
の
内
容
を
あ
ら
わ
す
文
で
あ
る
と
教
示
さ
れ

て

い
る
。

そ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
っ
て
み
る
に
、
称
名
念
仏
に
お
い
て
如
来
の
本
願
の
現
働
を

感
得
し
た
仏
道
は
、
未
来

へ
の
救
済
の
待
望
感
か
ら
人
間
を
解
放
し
て
、
煩
悩
の
現

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
号

称
名
念
仏
に
お
い
て
そ
の
根
源
に
如
来
の
本
願
を
感
得
す
る
と
き
、
行
の
手
段
化

と
摂
取
不
捨
な
る

一
如
の
対
象
化
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
称
名
念
仏
は
衆
生
の
上
に
実

現
し
た
行
で
あ
る
ま
ま
に
、
如
来
の
本
願
そ
の
も
の
が
煩
悩
中
に
行
じ
て
い
る
相
そ

の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

発
願
廻
向
と
言
う
は
如
来
己
に
発
願
し
て
、
衆
生
の
行
を
回
施
し
た
ま
う
の
心

也
、
即
是
其
行
と
言
う
は
、
即
ち
選
択
本
願
是
れ
也
。

と
の
文
は
、

そ
の
意
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。

「衆
生
の
行
」
で
あ
る
称
名
念
仏

に
お
い
て
如
来
の
本
願
を
感
得
す
る
と
き
、
我

々
に
お
い
て
は
、
た
だ
称
名
念
仏
に

如
来
の
本
願
を
聞
き
尋
ね
て
い
き
、
そ
の
聞
き
尋
ね
て
い
く
歩
み
を
根
拠
と
し
て
、

一
切
の
夢
想
を
断
ち
切

っ
て
煩
悩
存
在
で
あ
る
人
間
と
し
て
の
生
を
尽
く
す
こ
と
の

み
が
要
求
さ
れ
る
。
『歎
異
抄
』
に
は
、

よ
き
こ
と
も
あ
し
き
こ
と
も
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て
、
ひ
と

へ
に
本
願
を
た
の

み
ま
ひ
ら
す
れ
ば
こ
そ
、
他
力
に
て
は
さ
ふ
ら

へ
。

と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
法
勿
と
し
て
成
仏
道
に
相
応
す
る
の

で
あ
る
。

煩
悩
具
足
と
信
知
し
て

す
な
わ
ち
猿
身
す
て
は
て
て

と
、
親
鸞
は
和
讃
す
る
。

称
名
念
仏
に
お
い
て
如
来
の
本
願
を
感
得
し
た
仏
道
、
そ
れ
は
、
衆
生
の
行
信
の

位
置
に
実
働
す
る
如
来
を
見
出
し
た
仏
道
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
行

信
に
立
脚
し
て
人
間
で
あ
る
こ
と
を
尽
く
す
こ
と
が
、
.そ
れ
ま
ま
仏
道
成
就
の
道
で

本
願
力
に
乗
ず
れ
ば

法
性
常
楽
証
せ
し
艶



1
4
　

1n
s
1
11
n

と
説
か
れ
て
、
正
定
聚
と
滅
度
と
が
直
接
的
に
延
長
上
に
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

　　

縁
乱
動
」
の
語
の
次
か
ら
と
な
り
、
四
得

・
十
三
匁
肺
、
そ
れ
ぞ
れ

「外
の
雑
縁
無

実
を
生
き
る
人
間
と
し
て
の
生
そ
の
も
の
の
と
こ
ろ
に
、
絶
対
の
満
足
と
自
由
を
開

く
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
、
親
鸞
に
お
け
る
現
生
不
退
道
確
立
の
意
味
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
単
に
、
未
来
に
滅
度
が
約
束
さ
れ
る
か
ら
現
生
不
退
と
し
て
の
意
味
を
有

す
る
の
で
は
な
い
。
中
心
は
現
生
不
退
そ
の
も
の
に
あ
る
。
現
生
不
退
な
る
が
故
に

必
至
滅
度
が
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
第
十

一
願
の
願
文
に
は
、

設
い
我
仏
を
得
た
ら
ん
に
国
の
中
の
人
天
、
定
聚
に
住
し
、
必
ず
滅
度
に
至
ら

(
50
)

ず
は
、
正
覚
を
取
ら
じ
。

(
54
)

雑
縁
乱
動

の
語
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「外
の
雑
縁
無
く
」
・
「雑
縁
乱
動
し
て
」
と
読
ん
で
、

第

一
得
の
正
念
を
得
て
い
る
こ
と
の
、
お
よ
び
第

一
失
の
正
念
を
失
し
て
い
る
こ
と

の
具
体
的
な
内
実
を
述
べ
る
も
の
と
了
解
さ
れ

て
い
る
。

モ
れ
を
親
鸞
は
、
「外
の

雑
縁
無
し
」
・
「雑
縁
乱
動
す
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「無
外
雑

縁
」
・
「雑
縁
乱
動
」
の
語
を
四
得
の
文
、
十
三
失
の
文
か
ら
独
立
せ
し
め
る
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
に
読
み
切
る
時
、
四
得
の
文
、
十
三
失
の
文
は

「無
外
雑
縁
」
・
「雑

時
に
希
に

一
二
を
得
、
千
は
時
に
希
に
五
三
を
得
。
何
を
以
て
の
故
に
。
乃
し

雑
縁
乱
勤
す
。
正
念
を
失
す
る
に
由
る
が
故
に
、
仏
の
本
願
と
相
応
せ
ざ
る
が

故
に
、
教
と
相
違
せ
る
が
故
に
、
仏
語
に
順
ぜ
ざ
る
が
故
に

(以
下
略
)

親
鸞
が
、
以
上
の
如
く
、
「外
の
雑
縁
無
し
」
・
「雑
縁
乱
動
す
」

に
、

こ
の

『往
生

礼
讃
』
の
文
の
中
心
を
置
い
て
読
ん
だ
こ
と
は
、
こ
の
文
に
依

っ
て
製
作
さ
れ
て
い

一

一

一

に
対
し
て
、
親
鸞
は
、

煩
悩
成
就
の
凡
夫
、
生
死
罪
濁
の
群
萌
、
往
相
回
向
の
心
行
を
獲
れ
ぱ
、
即
の

時
に
大
乗
正
定
聚
の
数
に
入
る
な
り
。
正
定
聚
に
住
す
る
が
故
に
。
必
ず
滅
度

に
至
る
。

と
述
べ
て
、
ま
ず
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
を
確
認
し
、
モ
れ
を
受
け
て
、
そ
れ
故
に

滅
度
に
入
る
と
し
て
、
住
正
定
聚

(親
鸞
に
お
い
て
は
現
生
不
退
と
同
意
)
に
、
決

定
的
に
重
心
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
親
鸞
が
現
生
不
退
に
決
定
的
な
意
味
を
見
出
し
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
『往
生
礼
讃
』

の
四
得
十
三
失
の
文
に
対
す

る
親
鸞
の
独
自
な
読
み
方
で
あ
る
。

一
般
的
に
は
、
専
修
の
四
得
を
挙
げ
る
最
初
に

置
か
れ
て
い
る
。

(
53
)

無
外
雑
縁

お
よ
び
、
雑
修
の
十
三
失
を
挙
げ
る
最
初
に
置
か
れ
て
い
る

現
生
不
退
道
の
確
立

し
」
お
よ
び

「雑
縁
乱
動
す
」
の
根
拠
を
挙
げ
る
文
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ

ら
に
、
「外
の
雑
縁
無
し
」
が
往
生
を
得
る
こ
と
の
証
し
を
あ
ら
お
し
、
「雑
縁
乱
動

す
」
が
往
生
を
失
す
る
こ
と
の
証
し
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
繁
を
厭

わ
ず
、
『教
行
信
証
』
の
親
鸞
の
読
み
に
順

っ
て
記
し
て
み
る
。

若
し
能
く
上
の
如
く
念
念
相
続
し
て
、
畢
命
を
期
と
す
る
者
は
、
十
即
十
生
、

百
即
百
生
な
り
。
何
を
以
て
の
故
に
。
外
の
雑
録
無
し
。
正
念
を
得
た
る
が
故

に
、
仏
の
本
願
と
相
応
を
得
る
が
故
に
、
教
に
違
せ
ざ
る
が
故
に
、
仏
語
に
随

順
す
る
が
故
な
り
。
若
し
専
を
捨
て
て
雑
業
を
修
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
百
は



と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
親
鸞
が
本
願
に
つ
い
て

述
べ
る
に
、
常
に
、
「法
蔵
菩
薩
の
本
願
」
と
い
わ
ず
、
「弥
陀
の
本
願
」
と
い
う
意

も
、
我
々
に
お
い
て
本
願
は
、
弥
陀
の
本
願
と
し
て
感
得
さ
れ
て
こ
そ
、
全
き
を
う

る
こ
と
、
即
ち
、
摂
取
不
捨
な
る
果
上
の
阿
弥
陀
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
親
鸞
は
、
我
々
か
ら
の
摂
取
不
捨

へ
の

関
わ
り
を
述
べ
る
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
信
心
の
成
就
を
通
し
て
示
す
の
で
あ
る
。

一
?
二
例
示
す
る
な
ら
、

弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し

　

本
願
信
ず
る
人
は
み
な

摂
取
不
捨
の
利
益
に
て

　

天
上
覚
お
ば
さ
と
る
な
り

一

一

一

一

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
号

る
次
の
二
首
の
和
讃
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

利
他
の
信
楽
う
る
ひ
と
は

　

願
に
相
応
す
る
ゆ
へ
に

(
58
)

教
と
仏
語
に
し
た
が

へ
ぱ

　

外
の
雑
縁
さ
ら
に
な
し

かな
ら
ず
く
如
来
の1　願
に
住
す
と
悲
願
に
み
ぇ
た
引
・

等
々
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
信
心
の
成
就
と
は
、

た
ゞ
如
来
の
至
心
信
楽
を
ふ
か
く
た
の
む
べ
し
と
也
。
こ
の
真
実
信
心
を
え
む

と
き
、
摂
取
不
捨
の
心
光
に
い
り
ぬ
れ
ば
、
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
さ
だ
ま
る
と

み
え
た
り
。

と
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
明
ら
か
な
如
く
、
「如
来
の
至
心
信
楽
を
ふ
か
く
た
の
む
」

と
い
う
事
実
、
即
ち
、
衆
生
の
上
に
行
信
と
し
て
実
働
す
る
如
来
の
願
心
に
覚
醒
し

て
、
そ
の
行
信
に
立
脚
し
て
生
き
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、

そ
の
行
信
に
立
脚
し
て
生
き
る
こ
と
を
、
さ
ら
に
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
。

○

○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(
63
)

真
実
信
心
の
行
人
は
、
摂
取
不
捨
の
ゆ

へ
に
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
住
す

往
生
の
業
因
は
、
真
実
信
心
を
う
る
と
き
摂
取
不
捨
に
あ
づ
か
る
と
お
も

へ
ば
、

本
願
相
応
せ
ざ
る
ゆ

へ

　　

雑
縁
き
た
り
み
だ
り
み
だ
る
な
り

信
心
乱
失
す
る
を
こ
そ

　　

正
念
う
す
と
は
の
べ
た
ま

へ

そ
の
よ
う
に
、
親
鸞
は
衆
生
の
行
信
の
根
源
に
実
働
す
る
如
来
を
感
得
す
る
こ
と

に
よ
り
、
行
信
に
立
脚
し
て
罪
業
存
在
と
し
て
の
生
を
尽
く
す
こ
と
が
、
即
仏
道
で

あ
る
と
い
え
る
、
現
在
に
立
脚
し
た
仏
道
を
開
い
た
。
そ
こ
に
、
親
鸞
が

「現
生
不

退
」
と
い
う
こ
と
の
単
に
成
仏

へ
の
必
然
性
と
い
う
に
止
ま
ら
な
い
積
極
的
な
意
味

が
あ
る
。

さ
て
、
と
は
い
え
、

親
鸞
に
よ
っ
て
明
確
化
さ
れ

た
現
生
不
退
の
仏
道
も
、
「摂

取
不
捨
」
を
根
本
原
理
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

既
に
述
べ
た
如
く
、
「摂
取
不
捨
」

は
、

一
切
に
先
立
つ
本
来
な
る
世
界
で
あ
る

一

如
を
自
己
の
行
修
に
よ
っ
て
証
得
し
よ
う
と
す
る
聖
道
門
仏
教
に
対
し
て
、
浄
土
門

仏
教
が
感
得
し
た

一
如
観
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
「摂
取
不
捨
」
を
立

場
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
本
願
の
行
信
に
立
脚
す
る
現
生
不
退
道
と
い

っ
て
も
、
そ
れ
が
成
仏
道
で
あ
る
こ
と
の
確
証
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

真
実
信
心
の
さ
だ
ま
る
と
室
ふ
す
も
、
金
剛
の
信
心
の
さ
だ
ま
る
と
ま
ふ
す
も
、

摂
取
不
捨
の
ゆ

へ
に
ま
ふ
す
な
り
。
さ
れ
ば
こ
そ
無
上
覚
に
い
た
る
べ
き
心
の



と
の
『末
灯
妙
』
等
の

「行
人
」、
あ
る
い
は
随
所
に
見
ら
れ
る

「行
者
」
等
の
表
現

　　

中
に
生
み
出
さ
れ
て
き
た
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
が
、
本
願
の
行
信
に
立
脚

で
あ
る
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

し
て
煩
悩
の
現
実
を
尽
く
す
こ
と
が
即
往
生
成
仏
道
で
あ
る
と
い
う
現
生
不
退
の
仏

そ
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
、
摂
取
不
捨
の
世
界
は

I
切
に
先
行
す
る
本
来
な
る

　　

道
で
あ
る
。

世
界
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
行
信
に
立
脚
し
て
現
生
不
退
道
を
行
じ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、

　　

思
う
に
、
凡
夫
と
は
生
死
を
超
え
る
志
願
を
有
し
つ
つ
も
生
死
を

一
歩
も
出
で
て

は
じ
め
て
対
象
化
が
否
定
さ
れ
て
、
本
来
の
世
界
と
し
て
の
意
味
を
自
然
に
開
く
も

　　

生
き
え
ぬ
存
在
で
あ
り
、
生
死
そ
の
も
の
の
中
で
生
き
あ
ぐ
ね
る
存
在
で
あ
る
と
い

の
で
あ
る
と
了
解
し
て
ぃ
た
と
い
ぇ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
さ
ら
に
端
的
に
表

　　

え
る
。
そ
れ
は
、

現
し
て
い
る
の
が
、
『
一
念
多
念
文
意
』
の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

此
の
五
濁
五
苦
等
は
、
六
道
に
通
じ
て
受
け
て
未
だ
無
き
者
は
有
ら
ず
、
常
に

「凡
夫
」
と
いふ
は、
死
明
煩
悩
われ
ら
が
み
にみ
ちく
て、
欲
も
お
ほく、

　　　

之
に
逼
悩
す
。
若
し
此
の
苦
を
受
け
ざ
る
者
は
、
即
ち
凡
数
の
摂
に
非
ざ
る
也

い
か
り

・
は
ら
た
ち

・
そ
ね
み

・
ね
た
む
こ
X
ろ
お
ほ
く
ひ
ま
な
く
し
て
、
臨

　　

と
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
我
々
は
、
生
死
の
現
実
を
生
き
る
こ

終
の
I
念
に
い
た
る
ま
で
と
£
ま
ら
ず
、
き
え
ず
。
た
え
ず
と
、
水
火
二
河
の

　　

と
が
、
そ
の
ま
ま
生
死
を
超
え
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
道
に
よ
っ
て
し
か
救
い
を

た
と
え
に
あ
ら
わ
れ
た
り
。
か
X
る
あ
さ
ま
し
き
わ
れ
ら
、
願
力
の
白
道
を

I

　　

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
衆
生
と
し
て
の
現
実
が
あ
る
と
い

分
二分
や
う
く
づ
Xあ
ゆ
みゅ
け
ば
、
死
尋
光
仏
のひ
かり
の御
こ
Xろ
に

　　

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
、
親
鸞
に
お
け
る
現
生
不
退
な
る
仏
道
の
開
顕
は
、

お
さ
め
と
り
た
軋
心

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

わ
れ
、
浄
土
宗
を
た
っ
る
心
は
、
凡
夫
の
報
土
に
む
ま
る
る
こ
と
を
示
さ
ん
が

と
の
言
葉
で
あ
る
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

た
め
な
り

と
し
て
立
宗
さ
れ
た
法
然
の
浄
土
宗
立
宗
の
精
神
を
受
け
、
立
宗
の
旗
印
と
し
て
揚

む
す
び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

げ
ら
れ
た
。

南
無
阿
弥
仏

　

靉
侃

以
上
述
べ
て
き
た
如
く
、
浄
土
門
仏
教
の
端
的
な
救
済
の
表
現
で
あ
る

「念
仏
の

　　

に
、
深
く
応
答
し
て
、
そ
れ
を
全
面
的
に
開
く
も
の
で
あ

っ
た
と
い
ぇ
る
で
あ
ろ
う
。

衆
生
を
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
わ
ず
」
を
受
け
て
、
親
鸞
は

「十
方
群
生
海
斯
の
行
信

に
帰
命
す
れ
ば
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
わ
ず
」

と
い
う
。

そ
れ
は
、
「念
仏
衆
生
摂
取

　　　

(―
)

「瓦
全
「

一
―
五
七

不
捨
」
な
る
表
現
が
、
ま
さ
し
く

「十
方
群
生
海
」
な
恥
ぽ
己
に
徹
底
す
る
こ
と
の
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)
『真
全
』
一上
(九

現
生
不
退
道
の
確
立
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二
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深
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六
五
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)
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一
-
五
三
八

(35
)

『真
全
』

一
-
九
三
五

(36
)
前
出

(37
)

「親
鸞
全
」
九

(加
点
篇
三
)
-

一
四
九

(38
)
前
出

(39
)

『親
鸞
全
』

一
-
九
五

(40
)
前
出

(41
)

『真
全
』
四
1
五
八
〇

(42
)

「親
鸞
全
」
二

(漢
文
篇
)
1

一
四
三

(43
)

『親
鸞
全
』
三

(書
簡
篇
)
―

一
ニ
ー

(44
)

『親
鸞
全
』

一
-
四
八

(45
)

『親
鸞
全
』
四

(言
行
篇
)

　

一
-
二
三

(46
)

『親
鸞
全
』
二

(和
讃
篇
)
1

一
一
三

(47
)

「親
鸞
全
」

一
-
三
八
〇

『論
語
』
「先
進
篇
」
か
ら
の
引
文
で
あ
り
、
原
文
に
は

「季
路
問
事
鬼
神
、
子
日
。

未
能
事
人
、

焉
能
事
鬼
」
と
あ

っ
て
、
「季
路
、
鬼
神
に
事
え
ん
こ
と
を
問
う
、
子
日

お
く
、
未
だ
人
に
事
う
る
能
わ
ず
、
い
ず
く
ん
ぞ
能
く
鬼
に
事
え
ん
」
と
読
む
べ
き
で

あ
る
。
そ
れ
を
視
鸞
は
、
「未
」
を

「不
」
に
か
え
て
、

こ
の
よ
う
に
読
み
か
え
、

人

間
の
自
立
を
述
べ
る
文
と
し
た
の
で
あ
る
。

(48
)

『親
鸞
全
』
四

(言
行
篇

一
)
―

一
〇

(49
)

『親
鸞
全
』
四

(言
行
篇

一
)
1
四

(
50

)

　

『親
鸞
全
』

一
-

一
九
六

(51
)

「親
鸞
全
」

一
I

一
九
五

(
52

)

　

『
論
註
』
の
三
願
的
証
釈
に
、
同
様
の
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(53
)

『親
鸞
全
』

一
-
四
三

八

19
W

(
20

)

(
21

)

(
22

)

(
23

)

(
24

)

(
26

)

(
25

)

(
27

)

(
28

)

(
29

)

(30

)

八

18
W

八

16
W

八

17
W



(54
)

『親
鸞
全
』

一
1
二
八
四

(55
)
十
三
失
中
、
「教
行
信
証
」
で

一
連
の
文
と
し
て
引
い
て
い
る
の
は
前
九
失
な
の
で
。

実
際
は
九
失
。

(56
)

「親
鸞
全
」

一
一
四
三

(57
)

『親
鸞
全
』

一
-
二
八
四

(
58

)

　

「親
鸞
全
」
二

(和
讃
篇
)

　

一
一
六

(
59

)

　

「
親
鸞
全
」
二

(和
讃
篇
)

　

一
一
七

(
60

)

　

「親
鸞
全
」
三

(書
簡
篇
)
七
七

(61
)

「親
鸞
全
」
二

(和
讃
篇
)

　

一
五

八

(
62

)

　

「
親
鸞
全
」
三

(書
簡
篇
)

　

一
六

二

(
63

)

　

『親
鸞
全
』
三

(和
文
篇
)
七
五

(
64

)

　

「親
鸞
全
」
三

(書
簡
篇
)
五
九

(65
)

「親
鸞
全
」
三

(和
文
篇
)

　

一
四
九

(66
)

「親
鸞
全
」

一
-

一
〇

一

(67
)
前
出

一

一

五

現
生
不
退
道
の
確
立


