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一　

は
じ
め
に

 

『
歎
異
抄
』
第
二
章
に
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
（
以
下
親
鸞
）
は
自
ら
の
名
告
り
を
も
っ

て
、

親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
ゞ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
と
、

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（

１
）

と
「
た
だ
念
仏
」
の
教
え
に
生
き
る
こ
と
が
高
ら
か
に
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

こ
の
第
二
章
の
背
景
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
よ
り
鮮
明
に
「
た
だ
念
仏
」
の
一
語
に

込
め
た
親
鸞
の
想
い
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
第
二
章
は

関
東
で
の
二
つ
の
大
き
な
混
乱
が
そ
の
背
景
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

一
つ
に
は
、
実
子
善
鸞
の
存
在
で
あ
る
。『
御
消
息
集
』
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
善
鸞
は
第
十
八
願
を
萎
ん
だ
花
に
譬
え
、
更
に
「
慈
信
一
人
に
、
よ
る
親
鸞

親
鸞
の
助
業
観
に
つ
い
て

市　

野　

智　

行

が
お
し
え
た
る
な
り（

２
）」

と
秘
事
法
門
が
あ
る
か
の
ご
と
く
吹
聴
し
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
関
東
で
は
念
仏
以
外
に
優
れ
た
行
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
疑
念
に
惑
わ
さ
れ
、
大
き
な
混
乱
が
生
じ
て
い
た
。

そ
し
て
二
つ
に
は
、
日
蓮
の
存
在
で
あ
る
。
日
蓮
は
「
念
仏
無
間
」
と
念
仏
す
る

者
は
無
間
地
獄
に
堕
ち
る
と
主
張
し
て
い
た（

３
）。

後
に
日
蓮
宗
を
確
立
し
て
い
く
ほ
ど

の
日
蓮
の
言
葉
は
、
当
時
の
人
々
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
。
こ
れ
は
善
鸞
の

存
在
を
念
仏
集
団
の
内
部
か
ら
生
じ
た
混
乱
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
日
蓮
は
外
部

か
ら
念
仏
を
信
じ
る
人
々
に
困
惑
と
い
う
影
響
を
与
え
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
関
東
の
門
弟
た
ち
を
大
き
く
揺
さ
ぶ
っ
た
疑
念
は
、
教
団
の
内
外
と

い
う
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
こ
に
共
通
し
て
い
る
疑
義
は
、
ま
さ
に
「
た
だ
念

仏
」
を
不
安
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
念
仏
は
本
当
に
た
す
か
る
道
な
の
か
。
ま
た

念
仏
以
外
に
隠
さ
れ
て
い
る
大
切
な
教
え
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
関
東
の
門
弟
た
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ち
の
間
に
は
、
こ
の
よ
う
な
不
安
が
広
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
不

安
を
抱
き
つ
つ
「
ひ
と
え
に
往
生
極
楽
の
み
ち
を
と
い
き
か
ん
が
た
め（

４
）」

に
、
親
鸞

の
も
と
へ
訪
ね
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
問
い
に
対
し
、
親
鸞
は
前
述
の
如
く
「
た
だ

念
仏
」
の
一
言
を
も
っ
て
応
答
し
た
の
で
あ
る
。「
た
だ
念
仏
」
の
「
た
だ
」
と
は
、

『
唯
信
鈔
文
意
』
に
、

唯
は
、
た・

・ゞ

こ
の
こ
と
ひ
と
つ
と
い
ふ
、
ふ
た
つ
な
ら
ぶ
こ
と
を
き
ら
ふ
こ
と

ば
な
り（

５
）

と
あ
る
よ
う
に
、
念
仏
ひ
と
つ
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
念
仏
と
余
行

の
関
係
を
厳
密
に
判
釈
し
、
称
名
念
仏
こ
そ
が
往
生
の
業
で
あ
る
こ
と
を
定
め
た
の

が
、
善
導
大
師
（
以
下
善
導
）
の
五
正
行
の
判
釈
で
あ
る
。「
た
だ
念
仏
」
の
源
流

に
は
、
こ
の
五
正
行
の
判
釈
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
歎
異
抄
』
第
二
章
後
半
の
念
仏
の

伝
承
を
見
て
も
言
い
得
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
一
言
に
、
善
導
・
法
然
上
人
（
以

下
法
然
）・
親
鸞
を
同
じ
立
場
と
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
助
業
と
称
名

念
仏
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
善
導
・
法
然
・
親
鸞
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
が
あ
り
、
直

截
に
同
一
視
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
も
そ
も
古
来
よ
り
正
助
二
業
に
つ
い
て
は
「
助
正
論
」
と
し
て
、
特
に
本
願
寺

派
に
お
い
て
活
発
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
に
お
け
る
助
正
の
位
置
づ
け
を
議
論

の
中
心
課
題
と
し
、
弘
願
助
正
説
（
石
泉
学
派
）
と
方
便
助
正
説
（
芿
園
学
派
）、

更
に
両
学
説
を
折
衷
し
た
解
釈
（
空
華
学
派
）
の
三
つ
の
基
本
視
座
を
持
っ
て
深
め

ら
れ
て
き
た
。
そ
の
い
ず
れ
に
も
共
通
す
る
点
は
、「
安
心
と
行
儀
」
か
ら
助
正
の

位
置
を
求
め
よ
う
と
す
る
研
究
視
座
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
信
の
前
後
に
助
正
の
行

を
配
置
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
信
後
の
報
恩
行
と
し
て
捉
え
る
場
合
と
、
称

名
に
導
く
た
め
の
方
便
行
と
し
て
捉
え
る
見
方
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
ら

の
先
学
の
研
究
に
は
多
大
な
功
績
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
今
回
筆
者
は
、
正

助
二
業
を
テ
ー
マ
に
選
ぶ
に
あ
た
り
、
親
鸞
の
信
の
深
化
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た

い
。
信
の
深
化
と
は
、
正
助
二
業
の
判
釈
が
、
単
に
行
の
優
劣
難
易
だ
け
を
説
く
も

の
で
な
く
、
そ
れ
を
修
す
る
機
に
重
点
を
置
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の

親
鸞
の
眼
は
、
特
に
助
業
の
位
置
を
見
極
め
る
上
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
、
善
導
の
了
解
と
の
比
較
を
通
し
て
、
親
鸞
の
信
の
表
白
と
し
て
の
助

業
の
位
置
を
尋
ね
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
の
で
あ
る（

６
）。

　
　

二　
『
教
行
信
証
』
の
引
用
方
法

　
　
　

二ｰ

１　

五
正
行
の
構
成
と
要
点

親
鸞
は
信
の
真
仮
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
主
著
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文

類
』（
以
下
『
教
行
信
証
』）
の
中
で
、
様
々
な
工
夫
を
施
し
て
い
る
。
そ
の
代
表
例

の
一
つ
が
「
信
巻
」
に
お
け
る
三
心
釈
の
引
用
方
法
で
あ
る
。
善
導
の
原
文
の
読
み

換
え
や
、
一
連
の
展
開
を
も
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
内
容
を
、「
乃
至
」
を
駆
使
し
、

「
信
巻
」
と
「
化
身
土
巻
」
に
相
互
に
引
用
す
る
な
ど
、
苦
心
の
跡
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
本
論
の
テ
ー
マ
で
あ
る
五
正
行
に
つ
い
て
も
同
様
に
「
信
巻
」
と

「
化
身
土
巻
」
に
引
用
し
て
い
る
。
ま
ず
、
善
導
の
『
観
経
疏
』
散
善
義
か
ら
、
所

謂
五
正
行（

７
）の

判
釈
に
該
当
す
る
箇
所
を
提
示
し
た
い
。
併
せ
て
、
親
鸞
の
引
用
方
法
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を
示
す
。

次
に
行
に
就
き
て
信
を
立
つ
と
は
、
然
る
に
行
に
二
種
あ
り
。
一
に
は
正
行
、

二
に
は
雑
行
な
り
。
正
行
と
い
う
は
、
専
ら
往
生
経
よ
り
て
行
を
行
ず
る
者
、

こ
れ
を
正
行
と
名
づ
く
。
何
者
か
こ
れ
な
る
や
。
一
心
に
専
ら
こ
の
観
経
弥
陀

経
無
量
寿
経
等
を
読
誦
し
、
一
心
に
か
の
国
の
二
報
荘
厳
を
専
注
し
思
想
し
観

察
し
憶
念
し
、
も
し
礼
す
る
に
は
す
な
わ
ち
一
心
に
専
ら
か
の
仏
を
礼
し
、
も

し
口
に
称
す
る
に
は
す
な
わ
ち
一
心
に
専
ら
か
の
仏
を
称
し
、
も
し
讃
歎
供
養

す
る
に
は
す
な
わ
ち
一
心
に
専
ら
讃
歎
供
養
す
、
こ
れ
を
名
づ
け
て
正
と
な

す
。
ま
た
こ
の
正
の
な
か
に
つ
き
て
ま
た
二
種
あ
り
。
一
に
は
一
心
に
専
ら
弥

陀
の
名
号
を
念
じ
て
、
行
住
坐
臥
に
時
節
の
久
近
を
問
は
ず
念
念
に
捨
て
ざ
る

は
、
こ
れ
を
正
定
の
業
と
名
づ
く
、
か
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
ゆ
え
な
り
。
も

し
礼
誦
等
に
よ
る
を
ば
す
な
わ
ち
名
づ
け
て
助
業
と
な
す
。
こ
の
正
助
二
行
を

除
き
て
以
外
自
余
の
諸
善
を
こ
と
ご
と
く
雑
行
と
名
づ
く
。
も
し
前
の
正
助
二

行
を
修
す
れ
ば
、
心
常
に
親
近
し
て
憶
念
断
ざ
れ
ば
、
名
づ
け
て
無
間
と
な

す
。
も
し
後
の
雑
行
を
行
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
心
常
に
間
断
す
、
回
向
し
て
生

ず
る
こ
と
を
得
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
す
べ
て
疎
雑
の
行
と
名
づ
く
。
故
に
深
心

と
名
づ
く（

８
）。（

傍
線
部
は
化
身
土
巻
に
引
用　

波
線
部
は
信
巻
・
化
身
土
巻
の

両
方
に
引
用
）

引
用
方
法
に
つ
い
て
は
、
後
に
言
及
す
る
こ
と
と
し
て
、
五
正
行
に
つ
い
て
の
善

導
の
理
解
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
五
正
行
と
は
、
読
誦
・
観
察
・
礼

拝
・
称
名
・
讃
嘆
供
養
の
五
つ
を
言
う
。
そ
し
て
第
四
称
名
念
仏
を
も
っ
て
正
定
業

と
し
、
前
三
後
一
を
助
業
と
す
る
。
称
名
念
仏
が
正
定
業
で
あ
る
根
拠
は
、
そ
の
行

が
仏
願
に
順
ず
る
行
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
助
業
と
は
、
そ
の
名
の
通
り
正
定

業
を
助
け
る
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
五
正
行
に
は
共
通
す
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
冠
詞
の
ご
と

く
置
か
れ
て
い
る
「
一
心
」
や
「
専
ら
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
正
助
を
問
わ
ず
、

正
行
に
は
こ
の
「
一
心
」
や
「
専
ら
」
と
い
う
意
識
、
姿
勢
が
行
者
に
は
求
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
共
通
す
る
「
一
心
」
や
「
専
ら
」
は
、
如
何
な
る

意
味
を
担
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
善
導
は
正
助
二
業
を
修
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

正
助
二
行
を
修
す
れ
ば
、
心
常
に
親
近
し
て
憶
念
断
ざ
れ
ば
、
名
づ
け
て
無
間

と
な
す（

９
）。

と
示
し
て
い
る
。
正
定
業
と
助
業
を
修
す
る
こ
と
は
、
常
に
阿
弥
陀
仏
に
親
近
し
憶

念
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
無
間
と
名
づ
け
る
と
善
導
は
お
さ
え
て
い

る
。
無
間
と
は
絶
え
間
の
な
い
こ
と
、
即
ち
「
常
」
な
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

常
に
阿
弥
陀
仏
に
向
か
う
衆
生
の
心
が
、
正
助
二
行
を
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
一
心
」
や
「
専
ら
」
と
は
、
そ
の
言
葉
の
意
味
そ
の
ま
ま
に
、

仏
に
向
か
う
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
言
葉
が
、
衆
生
か
ら
仏

へ
の
ベ
ク
ト
ル
を
持
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
重
要
な
確
認
点
と
し
て
押
さ
え

て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
正
助
二
行
を
修
す
べ
き
理
由
が
示
さ
れ
て
い
る

こ
の
一
文
こ
そ
が
、
親
鸞
と
善
導
の
理
解
を
比
較
検
討
す
る
上
で
、
極
め
て
重
要
な

意
味
合
い
を
担
っ
て
い
る
。
詳
し
く
は
後
に
述
べ
る
が
、
親
鸞
は
こ
の
文
を
意
図
的

に
「
信
巻
」
に
は
引
用
し
て
い
な
い
。
こ
こ
に
善
導
と
親
鸞
の
違
い
が
最
も
顕
著
に
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六
〇

表
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
今
一
度
、
善
導
の
正
助
二
行
判
に
対
す
る
理
解
を
整
理
す
る
と
、
善
導
は

第
四
称
名
を
往
生
の
業
因
と
し
た
。
そ
れ
を
助
け
る
た
め
の
行
が
助
業
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
「
助
」
の
具
体
的
な
内
容
が
、
常
に
阿
弥
陀
仏
へ
向
か
う
こ
と
で
あ
っ

た
。あ

く
ま
で
も
「
正
助
二
行
を
修
す
る
」
こ
と
が
善
導
の
立
場
で
あ
る
。

　
　
　

二ｰ

２　

親
鸞
の
引
用

先
に
引
用
し
た
就
行
立
信
釈
に
は
、『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
と
「
化
身
土
巻
」
へ

の
引
用
箇
所
が
分
か
る
よ
う
に
傍
線
と
波
線
を
記
し
た
。
傍
線
部
は
「
化
身
土
巻
」

の
み
の
引
用
で
、
波
線
部
は
「
信
巻
」
と
「
化
身
土
巻
」
の
両
方
に
引
用
さ
れ
て

い
る
。
深
心
釈
の
全
体
を
見
渡
す
と
、「
信
巻
」
の
み
へ
の
引
用
箇
所
も
処
々
散
見

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
就
行
立
信
釈
で
は
上
記
の
よ
う
な
引
用
方
法
に

な
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、「
信
巻
」
の
展
開
を
見
て
み
た
い
。

又
こ
の
正
の
中
に
つ
い
て
ま
た
二
種
あ
り
。
一
に
は
一
心
に
弥
陀
の
名
号
を
専

念
し
て
、
行
住
坐
臥
時
節
の
久
近
を
問
は
ず
念
念
に
捨
て
ざ
る
は
こ
れ
を
正
定

の
業
と
名
づ
く
、
か
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
故
に
。
も
し
礼
誦
等
に
よ
る
は
す

な
わ
ち
名
づ
け
て
助
業
と
な
す
。
こ
の
正
助
二
行
を
除
き
て
已
外
の
自
余
の
諸

善
は
悉
く
雑
行
と
名
づ
く
と
。
乃
至
す
べ
て
疎
雑
の
行
と
名
づ
く
る
な
り
、
故

に
深
心
と
名
づ
く）

10
（

。

「
信
巻
」
の
大
き
な
特
徴
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
に
、
助
業
の
一
々
を
引
用
し
て
い
な

い
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
信
巻
」
の
展
開
の
み
で
は
、「
礼
誦
等
」
と
あ
る
の
み

で
、
具
体
的
に
助
業
が
何
を
指
す
の
か
と
い
う
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
し
て
、
二
つ
目
に
先
に
五
正
行
の
判
釈
の
要
の
文
と
述
べ
た
、
助
業
の
持
つ

特
質
を
明
か
す
一
文
も
省
略
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
、「
信
巻
」
に
引
用
し
て
い

る
文
の
途
中
に
本
来
な
ら
ば
登
場
す
る
一
節
で
あ
り
、
明
ら
か
に
意
図
を
持
っ
て
省

略
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
し
て
、
親
鸞
は
そ
の
文
を
省
略
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
す
べ
て
疎
雑
の
行
と

名
づ
く
る
な
り
。
故
に
深
心
と
名
づ
く
。」
と
深
心
釈
を
結
ん
で
い
る
。
そ
も
そ
も
、

五
正
行
は
正
定
業
と
助
業
を
正
行
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
正
助
二
業
を
除
く
善

行
は
、
全
て
雑
行
と
な
る
。
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
に
向
か
う
と
い
う
点
に
お
い
て
、
五

正
行
と
そ
れ
以
外
の
行
が
判
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
親
鸞
の
場
合
は
、
よ

り
そ
の
規
定
が
厳
格
に
な
る
と
同
時
に
、「
雑
修
」
と
い
う
点
に
正
助
の
関
係
を
求

め
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
「
行
」
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
、
正
・
助
・
雑
と
い
う
分
限

を
見
定
め
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
更
に
「
修
」
と
い
う
行
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が

課
題
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
善
導
か
ら
は
積
極
的
に
見
受
け
ら
れ
な

い
。

　
　
　

二ｰ
３　

正
・
助
・
雑
の
三
行



親
鸞
の
助
業
観
に
つ
い
て

六
一

で
は
、
親
鸞
は
正
助
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
親
鸞
は

「
化
身
土
巻
」
に
お
け
る
三
経
通
顕
の
一
連
の
展
開
の
中
で
、
正
助
二
業
に
つ
い
て

も
詳
し
く
そ
の
関
係
を
説
い
て
い
る
。
ま
ず
、
前
述
し
た
よ
う
に
行
に
つ
い
て
、

こ
の
要
門
よ
り
正
助
雑
の
三
行
を
出
だ
せ
り）

11
（

と
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
実
を
、

正
は
五
種
の
正
行
な
り
、
助
は
名
号
を
除
き
て
已
外
の
五
種
こ
れ
な
り
、
雑
行

は
正
助
を
除
き
て
已
外
を
悉
く
雑
行
と
名
づ
く）

12
（

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
私
釈
は
、
善
導
の
「
正
助
二
行
を
除
き
て
已
外
の
自
余
の

諸
善
は
悉
く
雑
行
と
名
づ
く
」
の
一
節
を
承
け
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
注

目
す
べ
き
課
題
は
、
助
業
が
名
号
を
除
く
五
種
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

正
行
の
五
種
の
う
ち
名
号
を
除
く
の
で
あ
れ
ば
、
本
来
助
業
は
四
種
と
な
る
べ
き
で

あ
る）

13
（

。
一
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
三
行
の
規
定
は
、「
要
門
よ
り
正
・
助
・

雑
の
三
行
を
出
だ
せ
り
」
を
受
け
る
一
段
で
あ
り
、
そ
の
全
体
が
、

こ
れ
す
な
わ
ち
・
横
出
漸
教
定
散
三
福
三
輩
九
品
自
力
仮
門
な
り）

14
（

と
自
力
の
行
と
し
て
押
さ
え
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
「
化
身
土
巻
」

で
は
、
五
正
行
の
専
修
と
仏
名
を
称
え
る
称
名
と
を
分
限
あ
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て

い
る
。専

修
に
つ
い
て
二
種
あ
り
、
一
に
は
唯
仏
名
を
称
す
、
二
に
は
五
専
あ
り
、
こ

の
行
業
に
つ
い
て
専
心
あ
り
雑
心
あ
り
、
五
専
は
、
一
に
は
専
礼
・
二
に
は
専

読
・
三
に
は
専
観
・
四
に
は
専
名
・
五
に
は
専
讃
嘆
な
り）

15
（

と
五
専
中
の
専
名
と
称
名
念
仏
を
区
分
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
名
を
称
え

る
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
自
体
が
私
た
ち
の
実
践
行
為
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
拭

い
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
力
の
心
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
注
視
す
れ

ば
こ
そ
、
親
鸞
は
「
称
名
を
除
き
て
」
と
言
わ
ず
「
名
号
を
除
き
て
」
と
い
う
表
現

を
取
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
化
身
土
巻
」
で
は
、
称
名
念
仏
を
正
定
業
と
し

て
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
な
く
、「
た
だ
念
仏
」
の
教
え
を
聞
き
な
が
ら
も
、
そ
こ

に
自
力
を
尽
く
し
て
い
く
よ
う
な
在
り
方
を
課
題
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
在

り
方
は
、「
雑
行
」
と
い
う
「
行
」
そ
の
も
の
に
対
す
る
規
定
だ
け
で
な
く
、「
雑

修
」
と
い
う
親
鸞
の
独
自
な
視
点
に
よ
っ
て
、
行
を
修
す
る
主
体
へ
と
そ
の
課
題
点

が
移
行
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
三
経
通
顕
釈
の
冒
頭
で
「
こ
の

要
門
よ
り
正
・
助
・
雑
の
三
行
を
出
だ
せ
り
」
と
三
行
を
並
べ
な
が
ら
も
、
そ
の
直

後
に
、こ

の
正
助
の
中
に
つ
い
て
専
修
あ
り
雑
修
あ
り）

16
（

と
三
行
の
な
か
「
正
助
」
を
一
括
り
に
し
て
、
そ
の
修
法
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

「
化
身
土
巻
」
の
課
題
は
「
自
力
仮
門
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
正
・

助
・
雑
の
う
ち
、
雑
行
は
も
と
よ
り
五
正
行
に
含
ま
れ
な
い
諸
善
で
あ
り
、
往
生
の

業
因
と
は
な
り
得
な
い
疎
行
と
し
て
、
既
に
善
導
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
課
題
と
な
る
の
は
正
行
（
五
正
行
）
に
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
親
鸞
は
「
化
身
土
巻
」
に
お
い
て
は
、
正
定
業
た
る
称
名
念
仏
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
真
実
行
の
中
に
顕
し
畢
り
ぬ）

17
（

と
多
く
を
語
ら
な
い
。
親
鸞
に
と
っ
て
は
称
名
念
仏
を
含
む
正
助
二
業
を
併
修
す
る

こ
と
が
、
自
力
仮
門
た
る
「
化
身
土
巻
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
課
題
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
正
助
」
を
一
括
り
に
し
て
、

雑
修
は
助
正
兼
行
す
る
が
ゆ
え
に
雑
修
と
曰
う）

18
（

と
雑
修
と
し
て
明
示
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
五
正
行
を
論

ず
る
上
で
最
も
注
視
す
べ
き
課
題
が
、
正
助
併
修
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、「
信
巻
」
で
は
、「
正
助
二
行
を
修
す
れ
ば
」
に
始
ま
る
一
節
を
省
略
し
、「
化

身
土
巻
」
で
は
、
雑
行
・
専
修
・
雑
修
に
つ
い
て
、
詳
細
に
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
言
葉
を
尽
く
し
て
い
る
。
こ
の
正
助
二
業
に
つ
い
て
は
、
親
鸞
は
『
高
僧

和
讃
』
善
導
讃
で
、

助
正
な
ら
べ
て
修
す
る
を
ば　
　

す
な
わ
ち
雑
修
と
な
づ
け
た
り

　

一
心
を
え
ざ
る
ひ
と
な
れ
ば　
　

仏
恩
報
ず
る
こ
こ
ろ
な
し）

19
（

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
正
助
二
行
を
修
す
る
」
在
り
方
を
雑
修
と
名
づ
け
、

更
に
そ
の
雑
修
に
つ
い
て
「
い
つ
ゝ
の
し
や
う
き
や
う
の
な
か　

し
よ
う
み
よ
う
の

ほ
か
四
お
は
し
よ
ふ
に
す　

た
ゝ
一
心
に
し
よ
う
み
よ
う
す
る
を
一
向
専
修
と
ま
ふ

す
な
り）

20
（

」
と
左
訓
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
左
訓
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
雑
修
と

は
、
称
名
と
助
業
を
併
修
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
善
導
と
は
明
ら
か

に
異
な
っ
た
立
場
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
雑
修
に
つ
い
て
同
じ
く
善

導
讃
で
は
、

こ
こ
ろ
は
ひ
と
つ
に
あ
ら
ね
ど
も　
　

雑
行
雑
修
こ
れ
に
た
り

　

浄
土
の
行
に
あ
ら
ぬ
を
ば　
　
　
　
　

ひ
と
え
に
雑
行
と
な
づ
け
た
り）

21
（

と
あ
り
、
こ
こ
に
も
左
訓
で
「
ざ
ふ
き
よ
う
は
よ
ろ
づ
の
き
よ
う　

さ
ふ
し
ゆ
は
け

ん
せ
を
い
の
り
助
業
を
し
ゆ
す
る
を
い
ふ
な
り）

22
（

」
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
雑
修

を
「
現
世
を
祈
り
助
業
を
修
す
る
」
も
の
と
し
て
提
示
し
、
更
に
雑
行
と
名
づ
く
と

ま
で
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
は
や
、
称
名
の
助
け
に
な
る
も
の
と
し
て

の
意
味
は
な
く
、
称
名
を
惑
わ
す
行
と
し
て
の
位
置
づ
け
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
善
導
の
立
場
と
比
較
し
て
言
え
ば
、
親
鸞
の
立
場
は
助
正
兼

行
を
認
め
ず
、
衆
生
か
ら
仏
へ
の
ベ
ク
ト
ル
の
上
で
衆
生
の
行
を
論
じ
て
い
か
な
い

と
い
う
の
が
一
貫
し
た
姿
勢
で
あ
る
。

　
　
　

二ｰ

４　

三
縁
釈

衆
生
と
仏
の
関
係
性
の
お
け
る
善
導
と
親
鸞
の
立
場
の
相
違
は
、
別
な
る
視
点
か

ら
も
言
い
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
善
導
が
『
観
経
疏
』
定
善
義
第
九
真
身
観

の
中
で
提
示
し
た
「
三
縁
釈
」
で
あ
る
。
三
縁
釈
と
は
、
具
体
的
に
は
「
念
仏
衆
生

摂
取
不
捨
」
の
一
節
を
注
釈
す
る
中
で
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
善
導
自
ら
が
、

問
い
曰
く
。
備
に
衆
行
を
修
す
る
に
但
能
く
回
向
す
れ
ば
、
皆
往
生
を
得
る
。

何
を
以
て
か
、
仏
光
普
照
す
に
、
唯
念
仏
の
者
の
み
を
摂
す
る
何
の
意
か
有
る

や）
23
（

　

と
問
う
よ
う
に
、
摂
取
不
捨
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
前
で
、
な
ぜ
そ
の
対
象
が

「
念
仏
衆
生
」
と
い
う
限
定
性
を
持
つ
の
か
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
答
え
い
わ
く
こ
れ

に
三
義
あ
り）

24
（

」
と
し
て
、
親
縁
・
近
縁
・
増
上
縁
が
説
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

三
縁
釈
と
は
阿
弥
陀
仏
と
衆
生
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
図
を
も
っ
て

説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。



親
鸞
の
助
業
観
に
つ
い
て

六
三

確
か
に
『
観
経
』
第
九
真
身
観
に
、「
遍
照
十
方
世
界
」
と
遍
く
照
ら
す
と
あ
る
。

阿
弥
陀
仏
の
光
明
が
「
遍
照
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
「
一
切
衆
生
」
で
な
く
「
念

仏
衆
生
」
と
説
い
た
の
か
。

今
、
三
縁
の
全
て
に
つ
い
て
逐
語
的
な
解
説
を
す
る
紙
幅
も
な
い
の
で）

25
（

、
最
も
特

徴
的
な
親
縁
に
つ
い
て
整
理
検
討
し
た
い
。

親
縁
の
全
文
を
挙
げ
る
。

一
に
は
親
縁
を
明
す
。
衆
生
行
を
起
こ
し
て
口
常・

に
仏
を
称
す
れ
ば
、
仏
即
ち

こ
れ
を
聞
き
た
も
う
。
身
常・

に
仏
を
礼
敬
す
れ
ば
、
仏
即
ち
こ
れ
を
見
た
も

う
。
心
常・

に
仏
を
念
ず
れ
ば
、
仏
即
ち
こ
れ
を
知
り
た
も
う
。
衆
生
仏
を
憶
念

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

親
縁
と
名
づ
く
な
り）

26
（

。　

親
縁
で
は
、
衆
生
の
三
業
が
「
常
」
の
一
語
を
共
通
点
と
し
て
示
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
対
し
て
仏
が
聞
・
見
・
知
を
も
っ
て
応
え
る
こ
と
を
示
す
。
更
に
そ
の
三
業

が
憶
念
の
一
語
に
集
約
さ
れ
、
仏
と
衆
生
が
互
い
に
憶
念
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が

説
示
さ
れ
て
い
る
。
善
導
は
こ
の
関
係
を
「
彼
此
の
三
業
相
捨
離
せ
ず
」
と
述
べ
、

両
者
が
親
し
き
縁
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。

そ
し
て
、
親
縁
の
内
容
を
一
読
し
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
衆
生
か
ら
仏
へ
の
口

称
・
礼
敬
・
心
念
の
三
業
は
全
て
「
常
」
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
、
衆
生
か
ら
仏
へ
の
関
係
性
が
、
五
正
行
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る

内
容
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
真
身
観
と
は
善
導
が
「
玄
義
分
」
の
釈
名
門
で
、

真
正
報
と
い
う
は
、
即
ち
第
九
の
真
身
観
な
り）

27
（

と
押
さ
え
る
よ
う
に
、
正
報
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
そ
の
も
の
の
相
を
観
ず
る
こ
と
を

説
く
一
段
で
あ
る）

28
（

。
即
ち
、
阿
弥
陀
仏
に
直
接
的
に
対
峙
す
る
衆
生
の
相
が
説
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
親
鸞
は
こ
の
三
縁
釈
を
『
教
行
信
証
』
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の

著
書
の
ど
こ
に
も
引
用
し
て
い
な
い
の
で
あ
る）

29
（

。
こ
の
点
を
積
極
的
に
考
え
る
な
ら

ば
、
五
正
行
に
対
す
る
親
鸞
の
引
用
方
法
と
同
じ
根
拠
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
衆
生
と
仏
の
関
係
性
を
明
示
す
る
と
は
い
え
、
そ
の
関
係
性
が
衆
生

か
ら
仏
へ
の
ベ
ク
ト
ル
で
語
ら
れ
て
い
る
限
り
、
親
鸞
に
お
い
て
は
、
認
め
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
親
鸞
は
「
衆
生
が
は
た
ら
き
か
け
る
」
と
い
う
方
向
性

に
対
し
て
、
厳
し
い
姿
勢
を
徹
底
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　

三　

親
鸞
の
人
間
観　

善
の
持
つ
危
う
さ

　
　
　

三ｰ

１　

三
部
経
千
部
読
誦
の
発
願
と
中
止

そ
も
そ
も
こ
の
正
助
二
業
判
は
就
行
立
信
釈
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
行
に
よ
っ
て
信
を
立
て
る
と
い
う
「
信
」
に
つ
い
て
の
課
題
を
眼
目
と
し
て
い

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
親
鸞
も
「
行
巻
」
で
な
く
「
信
巻
」
に
引
用
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
行
の
判
釈
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
課
題
は
、
信
の
課
題
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
を
親
鸞
は
「
化
身
土
巻
」
と
つ
ぎ
は
ぎ
的
に
引
用
す
る
こ
と
に
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四

よ
っ
て
、「
行
」
つ
ま
り
「
行
為
」
が
持
つ
、
信
に
対
す
る
課
題
を
明
ら
か
に
し
た
。

で
は
、
そ
の
「
行
」・「
行
為
」
が
持
つ
課
題
と
は
何
か
。
先
取
り
し
て
言
え
ば

「
や
り
が
い
」
と
い
う
自
力
心
の
根
深
さ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
称
名
を
助
け
る
た

め
の
助
業
が
、
人
間
の
「
や
り
が
い
」
を
前
に
す
る
時
、
逆
転
し
て
し
ま
う
。
つ
ま

り
、
読
誦
や
礼
拝
が
主
目
的
に
転
換
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
助
業
が

齎
す
人
間
の
危
う
さ
を
親
鸞
は
見
つ
め
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う

な
人
間
観
と
で
も
言
う
べ
き
、
鋭
い
洞
察
は
親
鸞
自
身
の
生
涯
に
も
深
く
関
係
し
て

い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
が
、
親
鸞
四
十
二
歳
の
時
に
佐
貫
の
地
で
発
願
し
た
三
部
経
千
部
読
誦
で
あ

る
。
親
鸞
は
建
保
二
年
、
衆
生
利
益
の
為
に
『
三
部
経
』
を
千
部
読
誦
す
る
こ
と
を

思
い
立
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
体
験
を
、
後
の
寛
喜
三
年
に
病
床
に
臥
し
な

が
ら
回
想
し
て
い
る
。
そ
の
親
鸞
の
姿
が
、『
恵
信
尼
消
息
』
五
通
目
に
お
い
て
次

の
よ
う
に
綴
ら
れ
て
い
る
。

よ
く
よ
く
案
じ
て
み
れ
ば
、
こ
の
十
七
八
年
が
そ
の
か
み
、
げ
に
げ
に
し
く
三

部
経
を
千
部
よ
み
て
、
衆
生
利
益
の
為
に
と
て
、
読
み
始
め
て
あ
り
し
を
、
こ

れ
は
な
に
ご
と
ぞ
、「
自
信
教
人
信
難
中
転
更
難
」
と
て
、
自
ら
信
じ
、
人
を

教
へ
て
信
ぜ
し
む
る
事
、
ま
こ
と
の
仏
恩
を
報
い
奉
る
も
の
と
信
じ
な
が
ら
、

名
号
の
外
に
は
な
に
ご
と
の
不
足
に
て
、
必
ず
経
を
読
ま
ん
と
す
る
や
と
思
か

へ
し
て
、
読
ま
ざ
り
し
こ
と
の
、
さ
れ
ば
な
お
も
す
こ
し
残
る
と
こ
ろ
の
あ
り

け
る
や
、
人
の
執
心
自
力
の
し
ん
は
、
よ
く
よ
く
思
慮
あ
る
べ
し
と
思
ひ
な
し

て
後
は
、
経
読
む
こ
と
は
止
ま
り
ぬ）

30
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千
部
読
誦
を
試
み
た
親
鸞
で
あ
っ
た
が
、「
名
号
の
外
に
な
に
ご
と
の
不
足
に
て
」

と
思
い
留
ま
り
、
す
ぐ
に
中
止
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
実

際
に
親
鸞
が
読
誦
と
い
う
行
動
に
出
た
こ
と
で
も
、
思
い
留
め
て
や
め
た
こ
と
で
も

な
い
。『
恵
信
尼
消
息
』
も
伝
え
て
い
る
よ
う
に
、
親
鸞
が
三
部
経
を
読
む
こ
と
に

つ
い
て
「
げ
に
げ
に
し
く
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
げ
に
」
と
は
「
実

に
」
と
読
み
「
い
か
に
も
・
な
る
ほ
ど
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
た
と
え
ば
石
田
瑞

麿
氏
は
「
も
っ
と
も
ら
し
く）

31
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」
と
訳
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
親
鸞
は
も
っ
と
も
ら
し
く
三
部
経
を
読
誦
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ

の
「
も
っ
と
も
ら
し
さ
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
建
保
二
年
と
い
う
年

は
、
時
の
将
軍
実
朝
が
自
ら
雨
乞
い
の
た
め
に
『
法
華
経
』
を
読
誦
し
た
と
い
う
史

料
が
残
っ
て
い
る
ほ
ど）

32
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、
深
刻
な
日
照
り
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
関
東
に
限

ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
京
都
に
お
い
て
も
雨
乞
い
祈
祷
が
行
わ
れ
て
お
り）

33
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、
ま
た

幕
府
領
の
年
貢
を
減
免
す
る
措
置
も
講
じ
て
い
る）

34
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と
す
れ
ば
、
こ
の
『
恵
信
尼
消
息
』
で
言
わ
れ
る
「
衆
生
利
益
」
と
は
雨
乞
い
の

祈
祷
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
日
照
り
と
い
う
現

実
を
前
に
し
た
と
き
、
僧
侶
と
し
て
の
「
も
っ
と
も
ら
し
い
」
姿
が
、
三
部
経
を
千

部
読
誦
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
た
だ
念
仏
」
よ
り
「
三
部
経
千

部
読
誦
」
の
ほ
う
が
、
も
っ
と
も
ら
し
い
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
意
味
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、「
げ
に
げ
に
し
く
」
の
一
つ
の
根
底
に
あ
る
想
い
は
、
人
間
の
持
つ
自
力
心
、

就
中
「
や
り
が
い
」
と
も
言
え
る
「
善
」
や
「
行
」
へ
の
意
識
が
あ
る
と
言
え
よ

う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
親
鸞
は
そ
の
心
を
「
人
の
執
心
自
力
の
し
ん
」
と
言
い
、
す
ぐ



親
鸞
の
助
業
観
に
つ
い
て

六
五

に
読
誦
を
中
止
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
「
行
」
の
持
つ
信
へ
の
課
題
が
分
か
り
や
す
く
表
出
し
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
そ
れ
は
、「
行
」
が
持
つ
危
う
さ
で
あ
る
と
同
時
に
、
親
鸞
が
見
つ
め
て
い
た

助
業
の
本
質
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
最
後
に
そ
の
危
う
さ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
論
究
し
た
い
。

　
　
　

三ｰ

２　

回
向
発
願
心
と
就
行
立
信

こ
こ
で
今
一
度
、
五
正
行
の
引
用
方
法
に
立
ち
返
り
た
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に

「
信
巻
」
で
は
、「
す
べ
て
疎
雑
の
行
と
名
づ
く
。
故
に
深
心
と
名
づ
く
」
の
一
節
を

引
用
し
て
深
心
釈
を
結
ん
で
い
る
。「
す
べ
て
疎
雑
の
行
」
と
は
、
本
来
正
助
二
行

を
除
く
行
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
先
述
の
如
く
親
鸞
の
引
用
で
は
、
助
業
も
そ

の
疎
雑
の
行
に
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
深
心
釈

の
み
な
ら
ず
、
続
く
回
向
発
願
心
釈
へ
の
展
開
に
も
、
同
様
の
内
容
が
指
摘
で
き
る

の
で
あ
る
。

「
信
巻
」
に
引
用
さ
れ
る
先
の
文
が
結
び
の
文
で
あ
る
こ
と
は
、『
観
経
疏
』
自

体
も
こ
の
一
節
を
も
っ
て
深
心
釈
の
結
び
と
し
て
い
る
の
で
、
特
に
問
題
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
た
だ
、
続
く
回
向
発
願
心
釈
で
は
、
冒
頭
次
の
文
を
「
信
巻
」
で
は

乃
至
し
、「
化
身
土
巻
」
へ
引
用
す
る
。
そ
の
文
と
は
、

回
向
発
願
心
と
言
う
は
、
過
去
お
よ
び
今
生
の
身
口
意
業
を
修
す
る
と
こ
ろ
の

世
・
出
世
の
善
根
、
お
よ
び
他
の
一
切
の
凡
・
聖
の
身
口
意
業
を
修
す
る
と
こ

ろ
の
世
・
出
世
の
善
根
を
随
喜
し
て
、
こ
の
自
他
所
修
の
善
根
を
も
っ
て
、
こ

と
ご
と
く
み
な
真
実
の
深
信
の
心
の
中
に
回
向
し
て
、
か
の
国
に
生
ま
れ
ん
と

願
ず）
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で
あ
る
。
単
に
、
回
向
発
願
心
釈
の
一
部
を
省
略
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
こ
れ

は
冒
頭
の
一
節
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
回
向
発
願
心
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
、

最
も
直
接
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
一
文
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

回
向
発
願
心
を
定
義
付
け
る
一
節
を
、
親
鸞
は
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
省
略
さ
れ
た
文
で
、
繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
の
が
「
世
・
出
世
の
善

根
」
を
回
向
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
私
た
ち
が
修
め
る
善
根
を
仏
に
差
し
向
け
る
と
い
う
意
で
、
そ
の
ベ
ク
ト

ル
は
衆
生
か
ら
仏
へ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
方
向
性
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
と
い
う

点
で
言
え
ば
、
正
助
並
修
を
明
か
す
一
節
や
三
縁
釈
と
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ

の
回
向
発
願
心
釈
は
、
更
に
一
歩
進
め
て
私
た
ち
の
持
つ
善
行
を
課
題
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

親
鸞
が
こ
こ
で
こ
の
回
向
発
願
心
の
冒
頭
の
一
節
を
省
略
し
た
こ
と
は
、
一
つ
に

は
衆
生
の
回
向
を
否
定
す
る
た
め
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
我
々
の
持
つ
向
上
心
に

眼
を
向
け
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
後
者
は
我
々
の
心
に
「
人
の
執
心
自

力
の
し
ん
」
と
し
て
根
深
く
潜
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
親
鸞
は
、
そ
の
根
深
く
潜
ん
で
い
る
心
が
、「
行
」「
行
為
」
に
よ
っ
て
表

面
化
さ
れ
る
と
い
う
、
行
の
持
つ
危
う
さ
に
ま
で
注
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
親
鸞
は
「
就
人
立
信
」
の
文
言
を
「
信
巻
」
に
引
用
す
る
の
に
対
し
、「
就
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行
立
信
」
に
つ
い
て
は
引
用
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
「
化
身
土
巻
」
に
お
い
て
も
、

要
門
に
お
い
て
こ
の
就
行
立
信
釈
は
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
真
門
へ
の
引
用
は
な

い
。
そ
の
反
面
、
就
人
立
信
釈
は
真
門
に
お
い
て
引
用
さ
れ
、
課
題
化
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
要
門
は
行
に
対
す
る
信
の
在
り
方
を
、
真
門
で
は
人
に
対
す
る
信
の

在
り
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
課
題
を
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
再
度
の
確
認
と
な
る
が
、

「
信
巻
」
に
は
就
人
立
信
は
引
用
さ
れ
る
が
、
就
行
立
信
は
引
用
さ
れ
な
い
。
我
々

は
そ
こ
に
親
鸞
の
細
か
な
配
慮
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
就
行
立
信
を

「
信
巻
」
に
引
用
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
ど
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。就

人
と
就
行
の
両
者
に
は
ど
う
い
っ
た
違
い
が
あ
る
か
。『
歎
異
抄
』
の
言
葉
を

手
掛
か
り
に
考
え
て
み
る
と
、

親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
ゞ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
と
、

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）
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行
は
「
た
だ
念
仏
」、
人
は
「
よ
き
ひ
と
」
で
あ
る
。
確
か
に
「
信
ず
る
」
の
語
は

直
接
的
に
は
「
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
」
に
か
か
っ
て
い
る
。「
た
だ
念
仏
」
の
行
を

信
じ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
行
の
真
実
性
や
確
実
性
が
、
そ
の
信
じ
る
対
象
と

な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
称
名
念
仏
は
仏
願
に
順
じ
る
行
で
あ
る
こ
と
が
、
正
定
業
で

あ
る
こ
と
の
一
つ
の
根
拠
た
り
得
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
単
に
行
を
信
じ
る
と
い
う
と
き
に
は
、
そ
の
行
に
耐
え
得
る
こ
と
の
で

き
る
自
分
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
な
る
。
誰
が
言
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
出
来
る
か
出
来
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
が
問
題
と
な

る
。
そ
こ
に
「
人
」
と
「
行
」
の
持
つ
、
信
に
対
す
る
関
わ
り
が
異
な
る
の
で
あ
ろ

う
。こ

れ
に
つ
い
て
藤
場
俊
基
は
、

就
行
立
信
の
場
合
に
は
、
修
行
方
法
に
対
す
る
信
頼
で
す
か
ら
、
自
分
が
ど
れ

だ
け
達
成
で
き
た
か
と
い
う
こ
と
が
常
に
問
題
に
な
り
ま
す
。
修
行
方
法
が
絶

対
に
間
違
い
な
い
と
信
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
自
身
の
達
成
度
の
方
が
問
わ
れ

て
る
わ
け
で
す
か
ら
、
必
ず
ど
こ
か
の
段
階
で
自
分
の
不
十
分
さ
を
認
め
な
け

れ
ば
な
い
な
い
こ
と
に
な
る）
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。

と
指
摘
し
て
い
る
。
即
ち
、
自
分
の
達
成
度
合
い
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
信
」
の
有
無

が
決
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
も
は
や
自
分
自
身
を
信
じ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
就
行
立
信
」
は
信
巻
に
は
引
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
同
時

に
、
助
業
の
上
に
も
同
様
に
見
つ
め
ら
れ
た
の
が
親
鸞
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
出
来

る
か
出
来
な
い
か
と
い
う
視
点
に
立
つ
限
り
、
自
分
の
為
し
得
る
努
力
を
追
い
求
め

て
い
く
の
も
ま
た
私
た
ち
の
存
在
で
あ
る
。
そ
う
な
っ
た
途
端
に
「
た
だ
念
仏
」
よ

り
読
誦
・
観
察
・
礼
拝
・
讃
嘆
供
養
の
ほ
う
が
、「
行
」
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
よ
う

な
価
値
感
に
覆
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
「
行
」
に
対
す
る
人
間
の
持
つ
執
着
心
に
よ
り
着
目
し
た
の
が
親
鸞

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
『
教
行
信
証
』
の
「
信
巻
」
と
「
化
身
土
巻
」
の
綿
密
で
あ

り
な
が
ら
、
苦
心
の
跡
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
展
開
に
も
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。



親
鸞
の
助
業
観
に
つ
い
て

六
七

　
　

四　

お
わ
り
に

今
回
は
衆
生
か
ら
仏
へ
の
関
係
性
を
中
心
に
論
を
進
め
て
い
っ
た
。
そ
の
時
、
親

鸞
は
正
行
の
中
の
正
定
業
と
助
業
で
あ
り
な
が
ら
、
両
者
を
並
べ
て
修
す
る
こ
と
を

雑
修
と
呼
び
、
一
心
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
衆
生
が
行
を
行
と
し

て
修
す
る
時
、
必
ず
そ
こ
に
優
劣
や
難
易
と
い
っ
た
価
値
づ
け
を
す
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
親
鸞
の
助
業
観
と
は
、
正
定
業
を
助
け
る
と
い
う
本

来
の
意
味
で
は
な
く
、「
人
の
執
心
自
力
の
し
ん
」
を
常
に
課
題
化
と
す
る
意
味
で
、

領
解
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
衆
生
か
ら
仏
へ
と
い
う
視
点
の
み
で
は
、
一
面
か
ら
の
考
察
に
過
ぎ
な

い
。
称
名
が
正
定
業
と
し
て
見
定
め
さ
れ
る
一
番
の
根
拠
は
、
仏
願
に
順
ず
る
行
、

即
ち
称
名
が
不
回
向
の
行
で
あ
る
点
に
あ
る
。
な
ぜ
、
称
名
が
仏
願
に
順
ず
る
行
な

の
か
、
向
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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