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宗
教
教
育
考
─
浄
土
真
宗
の
教
義
と
そ
の
表
現
方
法
に
つ
い
て
─
（
一
）

小　

池　
　

秀　

章

は
じ
め
に

　

宗
教
教
育
と
一
言
で
い
っ
て
も
、
大
変
広
い
概
念
で
あ
る
。
空
間
的
に
は
、
家
庭
に
お
け
る
宗
教
教
育
・
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
・

社
会
に
お
け
る
宗
教
教
育
な
ど
が
あ
り
、
時
間
的
に
は
、
幼
児
に
対
す
る
宗
教
教
育
・
少
年
少
女
に
対
す
る
宗
教
教
育
・
青
年
に
対
す

る
宗
教
教
育
・
大
人
に
対
す
る
宗
教
教
育
な
ど
が
あ
り
、
内
容
的
に
は
、
各
宗
教
宗
派
に
お
け
る
宗
教
教
育
・
特
定
の
宗
教
宗
派
を
超

え
た
宗
教
的
情
操
教
育
や
宗
教
知
識
教
育
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
今
は
、
浄
土
真
宗
を
根
底
に
し
た
高
校
に
お
け
る

宗
教
教
育
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
う
。

　

浄
土
真
宗
を
根
底
に
し
た
高
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
を
実
践
す
る
上
で
の
研
究
課
題
は
多
々
あ
る
が
、
ま
ず
、
そ
の
宗
教
教
育
の
根

本
で
あ
る
浄
土
真
宗
の
教
義
を
、
正
確
か
つ
体
系
的
に
把
握
す
る
と
共
に
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
宗
教
教
育
を
実
践
す
る
上
で
有
効
な
、
浄
土
真
宗
の
教
義
の
表
現
方
法
を
確
立
す
る
こ
と
を

目
指
し
た
い
と
思
う
。
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具
体
的
に
は
、拙
著
『
高
校
生
か
ら
の
仏
教
入
門
』
第
三
章
の
二
「
親
鸞
聖
人
の
教
え
」
の
部
分
に
つ
い
て
、そ
の
出
拠
を
明
ら
か
に
し
、

教
義
的
根
拠
を
示
す
。
そ
し
て
、
そ
の
教
義
を
高
校
生
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
表
現
を
と
っ
た
の
か
。
そ
の
注
意
点
や

ポ
イ
ン
ト
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
中
で
、
さ
ら
に
適
切
な
表
現
は
な
い
か
を
検
討
す
る
と
共
に
、
教
義
を
学
ぶ
こ
と
と
、
自
ら
の
人

生
を
学
ぶ
こ
と
が
一
つ
に
な
る
よ
う
な
表
現
方
法
を
検
討
し
て
い
く
。

　

道
元
禅
師
が
、「
仏
道
を
な
ら
う
と
い
う
は
、自
己
を
な
ら
う
な
り
」（『
正
法
眼
蔵
』）
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、仏
へ
の
道・仏
教
（
浄

土
真
宗
）
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
学
ぶ・自
分
自
身
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
こ
と
は
、
第
一
に
、
浄
土
真
宗
の
教
義
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
学
問
と
し
て
対
象
的
に
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
常
に
自
ら

の
人
生
が
問
わ
れ
る
と
い
う
姿
勢
で
学
ぶ
と
い
う
、「
学
ぶ
姿
勢
」
の
問
題
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
大
切
な
こ
と
は
、「
教
義
の
表
現
方
法
」

の
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
浄
土
真
宗
の
教
義
を
学
ん
で
も
、
な
ん
ら
自
ら
の
人
生
が
問
わ
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
宗
教
の
教
義
と
し

て
は
、
不
十
分
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
高
校
生
へ
の
宗
教
教
育
を
実
践
す
る
上
で
、
教
義
を
学
べ
ば
、
必
ず
自
ら
の
人
生
が

問
わ
れ
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
、
教
義
表
現
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

尚
、
当
論
文
に
お
い
て
は
、「
１
．
真
実
の
教
」「
２
．
阿
弥
陀
仏
」
に
部
分
に
つ
い
て
の
考
察
の
み
と
し
、
そ
れ
以
降
（「
３
．
本
願
」

「
４
．
念
仏
」「
５
．
信
心
」「
６
．
救
い
」）
は
、
今
後
の
課
題
と
す
る
。

第
一
章　

真
実
の
教
え

一
、
自
分
自
身
が
救
わ
れ
る
教
え
（
凡
夫
が
救
わ
れ
る
教
え
）
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「
真
実
の
教
え
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
時
に
大
切
な
こ
と
は
、
何
を
も
っ
て
「
真
実
の
教
え
」
と
す
る
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
通
常
、「
真
実
の
教
え
」
と
い
う
と
正
し
い
教
え
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
み
で
と
ら
え
て
し
ま
う
。
し
か
し
、親
鸞
が
求
め
、出
遇
い
、

多
く
の
人
に
伝
え
た
教
え
は
、
た
だ
単
に
理
論
と
し
て
正
し
い
教
え
で
は
な
く
、
煩
悩
具
足
の
親
鸞
自
身
が
救
わ
れ
る
教
え
・
生
き
る

依
り
ど
こ
ろ
と
な
る
教
え
な
の
で
あ
る
。
拙
著
『
高
校
生
か
ら
の
仏
教
入
門
』
第
三
章
の
二
「
親
鸞
聖
人
の
教
え
」
の
最
初
（
序
）
に
、

　
　

�　

仏
教
は
、
仏
の
教
え
で
あ
る
と
同
時
に
仏
に
成
る
教
え
で
す
か
ら
、
煩
悩
（
自
己
中
心
の
心
）
を
滅
し
て
さ
と
る
（
真
実
を
体

得
す
る
）
こ
と
を
目
指
す
の
で
す
が
、
煩
悩
を
滅
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
、

親
鸞
聖
人
が
問
題
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

　
　

�　

ち
な
み
に
親
鸞
聖
人
は
、
自
ら
の
こ
と
を
、「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」（
煩
悩
が
十
分
具
わ
っ
て
い
る
愚
か
な
人
間
）
と
受
け
止
め

て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
凡
夫
の
た
め
の
宗
教
が
、
浄
土
真
宗
な
の
で
す
。（
一
六
〇
）（
以
下
、
太
字
は
拙
著
『
高
校
生

か
ら
の
仏
教
入
門
』
の
本
文
で
あ
り
、引
用
箇
所
の
頁
数
の
み
記
す
。
ま
た
傍
線
は
当
論
文
に
於
い
て
書
き
加
え
た
も
の
で
あ
る
。）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
仏
の
さ
と
り
を
目
指
し
て
学
問
修
行
す
る
中
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
が
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
る

自
分
自
身
の
姿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
凡
夫
に
つ
い
て
、『
一
念
多
念
証
文
』
に
、

　
　

�　
「
凡
夫
」
と
い
ふ
は
、
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
身
に
み
ち
み
ち
て
、
欲
も
お
ほ
く
、
い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ

ろ
お
ほ
く
ひ
ま
な
く
し
て
、
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ず
（『
註
釈
版
聖
典
』
六
九
三
）

と
あ
る
が
、
凡
夫
と
は
、
親
鸞
自
身
の
姿
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
分
自
身
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
問
う
て
み
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

親
鸞
が
明
ら
か
に
し
た
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
た
め
の
教
え
」
と
は
、
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
救
い
が
説
か
れ
た
教
え
で
あ
り
、
そ
の
教

え
が
説
か
れ
て
い
る
の
が
、「
浄
土
三
部
経
」
な
の
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
で
は
、「
浄
土
三
部
経
」
を
所
依
の
経
典
と
定
め
て
い
る
。
所

依
の
経
典
に
つ
い
て
、



�

　
　

�　

真
実
を
仰
ぎ
真
実
に
生
か
さ
れ
る
生
き
方
な
ら
、
煩
悩
だ
ら
け
の
私
た
ち
に
も
可
能
で
す
。
そ
の
よ
う
な
私
た
ち
の
た
め
に
、

釈
尊
は
、
さ
と
り
の
内
容
（
真
実
）
を
、
す
べ
て
の
も
の
を
必
ず
救
う
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
願
い
（
本
願
）
と
し
て
、
説
い
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
救
い
が
説
か
れ
た
経
典
が
、「
浄
土
三
部
経
」（『
仏
説
無
量
寿
経
（
大
経
）』『
仏
説
観
無

量
寿
経
（
観
経
）』『
仏
説
阿
弥
陀
経
（
小
経
）』）
な
の
で
す
。
浄
土
真
宗
で
は
、
こ
の
「
浄
土
三
部
経
」
を
、
所
依
（
依
り
ど
こ

ろ
に
す
る
）
の
経
典
と
呼
ん
で
い
ま
す
。（
一
六
二
〜
一
六
三
）

と
あ
る
。『
仏
説
無
量
寿
経
』（
以
下
『
大
経
』）・『
仏
説
観
無
量
寿
経
』（
以
下
『
観
経
』）・『
仏
説
阿
弥
陀
経
』（
以
下
『
小
経
』）
の
三

経
を
「
浄
土
三
部
経
」
と
呼
び
、
浄
土
宗
の
所
依
の
経
典
と
し
て
定
め
た
の
は
法
然
で
あ
る
。『
選
択
集
』「
二
門
章
」
に
、

　
　

�　

初
め
に
正
し
く
往
生
浄
土
を
明
か
す
教
と
い
ふ
は
、
い
は
く
三
経
一
論
こ
れ
な
り
、「
三
経
」
と
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
は
、
天
親
の
『
往
生
論
』（
浄
土
論
）
こ
れ
な
り
。
あ
る
い
は

こ
の
三
経
を
指
し
て
浄
土
の
三
部
経
と
号
す
。（『
註
釈
版
聖
典　

七
祖
篇
』
一
一
八
七
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
浄
土
宗
の
所
依
の
経
典
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
法
然
の
開
い
た
浄
土
宗
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ

の
で
あ
り
、
新
し
く
浄
土
真
宗
と
い
う
宗
派
を
開
く
意
思
は
な
か
っ
た
。
浄
土
真
宗
と
は
、
真
実
の
浄
土
宗
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
浄

土
真
宗
（
真
宗
）
を
開
い
た
の
は
、
法
然
で
あ
る
と
受
け
取
っ
て
い
る
。『
高
僧
和
讃
』
に

　
　

智
慧
光
の
ち
か
ら
よ
り　

本
師
源
空
あ
ら
は
れ
て

　
　

浄
土
真
宗
ひ
ら
き
つ
つ　

選
択
本
願
の
べ
た
ま
ふ
（『
註
釈
版
聖
典
』
五
九
五
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、法
然
は
天
親
の
『
浄
土
論
』
も
挙
げ
て
い
る
が
、そ
れ
に
つ
い
て
『
選
択
集
』
で
は
言
及
し
て
い
な
い
。

　

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
自
ら
が
依
り
ど
こ
ろ
と
す
る
経
典
（
教
え
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
単
純
に
他
の

経
典
（
教
え
）
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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他
の
経
典
が
ダ
メ
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
正
し
い
か
ど
う
か
で
言
え
ば
、
釈
尊
（
仏
陀
）
の
教
え
で
す
か
ら
、
み
な
正
し
い
教

え
で
す
。
た
だ
、
お
経
の
内
容
通
り
に
さ
と
る
こ
と
は
、
一
部
の
勝
れ
た
人
に
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
煩
悩
だ
ら
け
の
私
が
救
わ
れ

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
た
時
、
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
救
い
の
説
か
れ
た
「
浄
土
三
部
経
」
こ
そ
が
、
依
り
ど
こ
ろ
と

す
べ
き
教
え
な
の
で
す
。（
一
六
三
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
真
実
の
教
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
正
し
い
教
え
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
共
に
、
こ
の
私
が
救
わ
れ
る

教
え
か
ど
う
か
が
重
要
な
要
素
と
な
る
。
こ
れ
は
序
論
の
所
で
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
上
で
親
鸞
は
、『
大
経
』
こ
そ
真
実
の
教

で
あ
る
と
言
い
、
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
。

二
、
出
世
本
懐
の
経

　

親
鸞
は
、『
大
経
』
こ
そ
真
実
の
教
で
あ
る
と
い
う
理
由
と
し
て
、
出
世
本
懐
の
経
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

　
　

�　

更
に
、
親
鸞
聖
人
は
、
中
で
も
『
大
経
』
こ
そ
真
実
の
教
で
あ
る
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

釈
尊
の
出
世
本
懐（
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き
た
本
来
の
目
的
）の
経
で
あ
る
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、内
容
的
に
言
え
ば
、

す
べ
て
の
人
を
必
ず
救
う
と
い
う
本
願
の
教
え
が
、
そ
の
ま
ま
説
か
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。（
一
六
三
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』「
教
巻
」
に
、

　
　

そ
れ
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
す
な
は
ち
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な
り
。（『
註
釈
版
聖
典
』
一
三
五
）

と
示
し
、
続
い
て
、

　
　

�

こ
の
経
の
大
意
は
、
弥
陀
、
誓
を
超
発
し
て
、
広
く
法
蔵
を
開
き
て
、
凡
小
を
哀
れ
ん
で
選
ん
で
功
徳
の
宝
を
施
す
る
こ
と
を
致
す
。



�

釈
迦
、
世
に
出
興
し
て
、
道
教
を
光
闡
し
て
、
群
萌
を
拯
ひ
恵
む
に
真
実
の
利
を
も
つ
て
せ
ん
と
欲
す
な
り
。

　
　

�（
こ
の
経
の
大
意
は
、
阿
弥
陀
仏
は
す
ぐ
れ
た
誓
い
を
お
こ
さ
れ
て
、
広
く
す
べ
て
の
人
々
の
た
め
に
法
門
の
蔵
を
開
き
、
愚
か
な

凡
夫
を
哀
れ
ん
で
功
徳
の
宝
〈
阿
弥
陀
仏
の
名
号
〉
を
選
び
施
さ
れ
、
釈
尊
は
こ
の
世
に
お
出
ま
し
に
な
り
、
仏
の
教
え
を
説
い

て
人
々
を
救
い
、
真
実
の
利
益
〈
阿
弥
陀
仏
の
本
願
名
号
に
よ
っ
て
得
る
利
益
〉
を
恵
み
た
い
と
お
思
い
に
な
っ
た
と
い
う
も
の

で
あ
る
。）（
カ
ッ
コ
内
は
現
代
語
訳
で
あ
り
、
主
に
『
浄
土
真
宗
聖
典
（
現
代
語
版
）』
に
依
っ
た
。
以
下
同
じ
。）

と
、『
大
経
』
の
大
意
（
大
切
な
所
）
を
示
し
、
更
に
、

　
　

こ
こ
を
も
っ
て
如
来
の
本
願
を
説
き
て
経
の
宗
致
と
す
、
す
な
わ
ち
仏
の
名
号
を
も
っ
て
経
の
体
と
す
る
な
り
。

と
、『
大
経
』
の
宗
（
要
）
は
本
願
で
あ
り
、
体
（
本
体
・
本
質
）
は
名
号
で
あ
る
と
い
う
形
で
結
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、

　
　

な
に
を
も
つ
て
か
出
世
の
大
事
な
り
と
知
る
こ
と
を
得
る
と
な
ら
ば
、

と
、『
大
経
』
の
引
文
が
続
く
。

　

出
世
本
懐
に
つ
い
て
、『
大
経
』
に
は
、
釈
尊
が
、
い
つ
も
と
様
子
が
違
い
、
喜
び
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
姿
を
さ
れ
て
い
る
の
に
気
づ
い

た
阿
難
が
、
き
っ
と
す
ば
ら
し
い
説
法
を
し
よ
う
と
す
る
状
態
に
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
尊
い
お
姿
を
五
つ
の
徳
（
五
徳
瑞
現
）

を
も
っ
て
讃
え
、
そ
の
理
由
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
釈
尊
は
、
そ
の
問
い
を
讃
め
、

　
　

�

如
来
、
無
蓋
の
大
悲
を
も
つ
て
三
界
を
矜
哀
し
た
ま
ふ
。
世
に
出
興
す
る
ゆ
ゑ
は
、
道
教
を
光
闡
し
て
群
萌
を
拯
ひ
、
恵
む
に
真

実
の
利
を
も
つ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。（『
註
釈
版
聖
典
』
八・九
）

　
　

�（
如
来
は
こ
の
上
な
い
慈
悲
の
心
で
迷
い
の
世
界
を
お
哀
れ
み
に
な
る
。
世
に
お
出
ま
し
に
な
る
わ
け
は
、
仏
の
教
え
を
説
き
述
べ

て
人
々
を
救
い
、
真
実
の
利
益
〈
阿
弥
陀
仏
の
本
願
名
号
に
よ
っ
て
得
る
利
益
〉
を
恵
み
た
い
と
お
考
え
に
な
る
か
ら
で
あ
る
）

と
出
世
本
懐
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
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五
徳
瑞
現
と
は
、
五
つ
の
徳
の
瑞
相
（
め
で
た
い
し
る
し
）
を
示
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
五
徳
と
は
、
住
奇
徳
法
（
特
に
す

ぐ
れ
た
禅
定
に
住
し
て
い
る
）・
住
仏
所
住
（
普
遍
平
等
の
真
理
に
安
住
す
る
仏
の
境
地
に
住
し
て
い
る
）・
住
導
師
行
（
人
々
を
真
実

の
世
界
へ
導
く
師
と
し
て
の
行
を
行
じ
る
境
地
に
住
し
て
い
る
）・
住
最
勝
道
（
最
も
す
ぐ
れ
た
智
慧
の
境
地
に
住
し
て
い
る
）・
行
如

来
徳
（
自
利
利
他
を
円
満
し
た
徳
を
行
じ
て
い
る
）
の
五
つ
の
徳
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
五
徳
瑞
現
の
教
説
は
、
釈
尊
個
人
と
し
て
『
大

経
』
を
説
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、阿
弥
陀
仏
と
一
体
で
あ
る
融
本
の
応
身
と
し
て
、『
大
経
』
を
説
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
『
大
経
』
を
説
く
こ
と
が
釈
尊
の
出
世
本
懐
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
根
源
に
、
阿
弥
陀
仏
の
願
い
（
本
願
）
が
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
り
、
そ
れ
が
、『
大
経
』
が
真
実
の
教
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
と
な
る
の
で
あ
る
（
註
１
）。

　

以
上
、
真
実
の
教
と
は
『
大
経
』
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
釈
尊
の
出
世
本
懐
の
経
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
根
源
的
に
は
、
弥
陀
の

本
願
に
応
じ
て
説
か
れ
た
（
本
願
酬
報
・
本
願
力
回
向
の
教
で
あ
る
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
は
、
真
実
か
ど
う
か
を

判
断
す
る
基
準
は
、私
（
衆
生
）
に
あ
る
の
で
は
な
く
、仏
（
本
願
）
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
が
真
実
か
判
断
で
き
な
い
私
は
、

真
実
か
ら
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
真
実
に
頷
い
て
い
く
こ
と
以
外
、
真
実
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
親
鸞
と
い
え
ど
も
、

自
分
の
判
断
に
よ
っ
て
、
真
実
な
る
も
の
を
規
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
教
行
信
証
』「
教
巻
」
で
は
、『
大
経
』

が
真
実
の
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
証
明
と
し
て
、
経
典
（
仏
の
言
葉
）
の
み
を
引
用
し
、
論
や
釈
の
引
用
は
な
い
の
で
あ
る
（
註
２
）。

　

ま
た
、【
補
講
】
に
、

　
　

�　

仏
と
は
、
自
ら
が
さ
と
っ
て
終
わ
り
で
は
な
く
、
真
実
を
さ
と
っ
た
が
ゆ
え
に
、
真
実
が
わ
か
ら
ず
迷
い
苦
し
ん
で
い
る
者
を
、

真
実
に
導
か
ず
に
は
お
れ
な
い
方
で
す
。
真
実
を
さ
と
る
「
智
慧
」
は
、
必
ず
、
迷
い
苦
し
む
も
の
を
救
う
「
慈
悲
」
と
し
て
は

た
ら
き
ま
す
。
つ
ま
り
、「
仏
」
と
は
、
自
ら
さ
と
り
他
を
さ
と
ら
せ
る
方
（
自
覚
覚
他
の
者
）
で
す
。

　
　

�　

こ
の
よ
う
な
仏
さ
ま
の
心
か
ら
言
え
ば
、
す
べ
て
の
人
を
必
ず
救
う
と
願
い
、
は
た
ら
き
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
阿
弥
陀
仏



�

の
救
い
（
本
願
）
を
説
く
こ
と
こ
そ
、
釈
尊
の
出
世
の
本
懐
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。（
一
六
三
）

と
あ
る
よ
う
に
、す
べ
て
の
人
を
救
済
す
る
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
救
い（
本
願
）は
、す
べ
て
の
諸
仏
方
の
願
い
と
重
な
る
も
の
で
も
あ
り
、

『
大
経
』
を
釈
尊
の
出
世
本
懐
の
経
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　

�
ま
た
、内
容
的
に
言
え
ば
、す
べ
て
の
人
を
必
ず
救
う
と
い
う
本
願
の
教
え
が
、そ
の
ま
ま
説
か
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。（
一
六
三
）

と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、「
す
べ
て
の
人
を
必
ず
救
う
と
い
う
本
願
の
教
え
が
説
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
面
は
、
先
に
引
用
し
た
出
世
本

懐
を
表
す
「
教
巻
」
の
文
、「
弥
陀
、
誓
を
超
発
し
て
、
広
く
法
蔵
を
開
き
て
、
凡
小
を
哀
れ
ん
で
選
ん
で
功
徳
の
宝
を
施
す
る
こ
と
を

致
す
。」
か
ら
も
そ
の
意
が
窺
え
る
が
、「
そ
の
ま
ま
説
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
面
は
、
親
鸞
の
「
浄
土
三
部
経
」
の
見
方
か
ら
明
ら
か

に
な
る
。

三
、「
浄
土
三
部
経
」
の
見
方
（
顕
彰
隠
密
の
義
・
真
実
と
方
便
）

　

親
鸞
は
、
表
に
現
れ
た
意
で
は
、『
大
経
』
は
他
力
念
仏
往
生
、『
観
経
』
は
自
力
諸
行
往
生
、『
小
経
』
は
自
力
念
仏
往
生
に
つ
い
て

説
か
れ
て
い
る
と
す
る
が
、
裏
に
隠
さ
れ
た
意
で
は
、「
浄
土
三
部
経
」
す
べ
て
に
他
力
念
仏
往
生
が
説
か
れ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
「
顕
彰
隠
密
の
義
」
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　

親
鸞
は
、『
観
経
』
と
『
小
経
』
は
、
顕
著
に
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
（
顕
説
）
は
、
自
力
の
教
え
で
あ
る
が
、
隠
れ
て
彰
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
（
隠
彰
）
は
、
他
力
（
本
願
）
の
教
え
で
あ
る
と
見
て
い
か
れ
た
。『
教
行
信
証
』
に
「
顕
彰
隠
密
の
義
」（『
註
釈
版
聖
典
』

三
八
一・三
九
七
）
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。『
観
経
』
に
つ
い
て
は
、

　

�

顕
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
定
散
諸
善
を
顕
し
、
三
輩
・
三
心
を
開
く
。（
中
略
）
す
な
は
ち
こ
れ
顕
の
義
な
り
。
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彰
と
い
ふ
は
、
如
来
の
弘
願
を
彰
し
、
利
他
通
入
の
一
心
を
演
暢
す
。（
中
略
）
こ
れ
す
な
は
ち
こ
の
経
の
隠
彰
の
義
な
り
。（『
註
釈

版
聖
典
』「
化
巻
」
三
八
一
〜
三
八
二
）

と
あ
り
、『
小
経
』
に
つ
い
て
は
、

　

�

顕
と
い
ふ
は
、
経
家
は
一
切
諸
行
の
少
善
を
嫌
貶
し
て
、
善
本
・
徳
本
の
真
門
を
開
示
し
、
自
利
の
一
心
を
励
ま
し
て
難
思
の
往
生

を
勧
む
。（
中
略
）
こ
れ
は
こ
れ
こ
の
『
経
』（
小
経
）
の
顕
の
義
を
示
す
な
り
。（
中
略
）

　

�

彰
と
い
ふ
は
、真
実
難
信
の
法
を
彰
す
。
こ
れ
す
な
は
ち
不
可
思
議
の
願
海
を
光
闡
し
て
、無
碍
の
大
信
心
海
に
帰
せ
し
め
ん
と
欲
す
。

（
中
略
）
こ
れ
は
こ
れ
隠
彰
の
義
を
開
く
な
り
。（『
註
釈
版
聖
典
』「
化
巻
」
三
九
七
〜
三
九
八
）

と
あ
る
。

　
「
顕
」と
は
顕
著
に
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、「
彰
」と
は「
隠
彰
」と
い
う
こ
と
で
隠
れ
て
彰
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「
密
」
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
の
で
、
色
々
な
説
が
あ
る
が
、「
顕
説
」
と
「
隠
彰
」
の
二
重
構
造
を
も
っ
て
説
か
れ
る
の
は
、
釈
尊

の
密
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
と
い
う
説
や
、「
顕
彰
隠
密
」
を
「
顕
」
と
「
彰
隠
密
」
に
分
け
、「
密
」
を
隠
れ
て

彰
さ
れ
た
仏
の
密
意
と
い
う
こ
と
を
表
す
と
い
う
説
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
観
経
』
と
『
小
経
』
に
は
「
顕
説
」
と
「
隠
彰
」

の
二
面
が
あ
り
、
隠
顕
な
く
他
力
念
仏
往
生
が
説
か
れ
て
い
る
の
は
『
大
経
』
の
み
な
の
で
あ
る
。

　

す
べ
て
の
人
を
必
ず
救
う
と
い
う
本
願
、
す
な
わ
ち
他
力
念
仏
往
生
の
教
え
は
、
自
利
利
他
円
満
・
自
覚
覚
他
覚
行
窮
満
の
仏
の
心

に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
教
え
が
そ
の
ま
ま
説
か
れ
て
い
る
の
が
『
大
経
』
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
仏
自
ら
の
意
に
随
っ
て
説

か
れ
た
教
え
な
の
で
、「
随
自
意
の
法
」
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
観
経
』『
小
経
』
の
顕
説
の
意
（
自
力
諸
行
往
生・自
力
念
仏
往
生
）

は
、
真
実
の
教
え
に
導
く
た
め
の
方
便
の
教
え
で
あ
る
。「
方
便
」
と
は
「
真
実
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
嘘
で
は
な
く
、
真
実
へ
と
導

い
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
聞
く
人
（
他
）
の
意
に
随
っ
て
説
か
れ
た
教
え
な
の
で
、「
随
他
意
の
法
」
と
い
う
。
方
便
（
随
他
意
の
法
）



�0

は
、
教
育
的
手
段
で
あ
り
、
相
手
を
真
実
に
導
い
て
い
く
教
え
で
あ
っ
て
、
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
大
変
重
要
な
意
味
を
持
つ

も
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
、『
観
経
』
と
『
小
経
』
に
真
実
と
方
便
の
二
面
が
あ
り
、
そ
れ
を
「
顕
彰
隠
密
」（
隠
顕
）
と
し
て
明
ら
か
に

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、『
大
経
』
の
み
、
本
願
の
教
え
（
他
力
念
仏
往
生
）
が
そ
の
ま
ま
説
か
れ
て
い
る
の
で
、
真
実
の
教
と

す
る
の
で
あ
る
。

小
結

　

以
上
、
真
実
の
教
に
つ
い
て
学
ぶ
上
で
必
要
な
教
義
を
述
べ
て
き
た
が
、『
高
校
生
か
ら
の
仏
教
入
門
』
で
は
、
複
雑
に
な
る
為
、「
顕

彰
隠
密
の
義
（
真
実
と
方
便
）」
に
つ
い
て
は
触
れ
ず
、「
浄
土
三
部
経
」
が
所
依
の
経
典
で
あ
り
、
中
で
も
親
鸞
は
『
大
経
』
を
真
実

の
教
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ポ
イ
ン
ト
を
置
い
た
。「
私
に
と
っ
て
真
実
の
教
と
は
何
か
」
を
求
め
る
こ
と
は
と
て
も
大

切
な
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
生
き
る
方
向
が
決
ま
る
か
ら
で
あ
る
。

　

親
鸞
が
『
大
経
』
こ
そ
真
実
の
教
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
根
底
に
、
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
教
え
は
、
す
べ
て
の
人
が
救
わ
れ

る
教
え
で
あ
り
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
が
救
わ
れ
る
教
え
で
あ
り
、
何
よ
り
も
親
鸞
自
身
が
救
わ
れ
て
い
っ
た
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
あ
る
。
高
校
生
に
も
、
そ
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
は
、
当
に
自
分
の
こ
と
で
あ
っ
た
と

気
づ
か
さ
れ
た
時
、『
大
経
』
こ
そ
真
実
の
教
で
あ
る
と
う
な
ず
け
る
の
で
あ
る
が
、
逆
に
言
え
ば
、『
大
経
』
の
教
え
に
触
れ
た
と
き
、

自
ら
の
姿
が
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
る
と
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。『
大
経
』
に
説
か
れ
た
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
教
え
が
、

高
校
生
に
と
っ
て
も
、
自
ら
の
救
わ
れ
て
い
く
教
え
・
生
き
る
依
り
ど
こ
ろ
と
な
る
教
え
と
成
り
得
る
は
ず
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
阿
弥
陀
仏
に
救
わ
れ
る
教
え
、
他
力
の
教
え
を
、「
真
実
を
体
得
し
、
真
実
に
生
き
る
生
き
方
」
か
ら
「
真
実
を
仰
ぎ
、
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真
実
に
生
か
さ
れ
る
生
き
方
」
へ
転
換
さ
れ
た
と
表
現
す
る
（
註
３
）と
、
高
校
生
に
も
受
け
入
れ
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。
更
に
言
え
ば
、「
教
え

に
よ
っ
て
導
か
れ
な
が
ら
生
き
る
」
と
い
う
表
現
も
分
か
り
や
す
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
章　

阿
弥
陀
仏

　

阿
弥
陀
仏
と
は
、ど
の
よ
う
な
仏
さ
ま
か
を
表
す
の
に
、い
ろ
い
ろ
な
表
現
が
で
き
る
が
、『
高
校
生
か
ら
の
仏
教
入
門
』
で
は
、次
の
ａ
・

ｂ
・
ｃ
・
ｄ
の
四
つ
に
絞
り
、
ｃ
と
ｄ
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
本
願
と
名
号
の
と
こ
ろ
へ
譲
っ
た
。

　
　

ａ
．
阿
弥
陀
仏
は
、「
真
実
の
世
界
か
ら
、
真
実
を
知
ら
せ
る
た
め
に
、
人
格
的
に
現
れ
て
く
だ
さ
っ
た
仏
さ
ま
」

　
　

ｂ
．
阿
弥
陀
仏
は
、「
限
り
な
い
智
慧
と
慈
悲
の
仏
さ
ま
」（「
限
り
な
い
ひ
か
り
と
い
の
ち
の
仏
さ
ま
」）

　
　

ｃ
．�

阿
弥
陀
仏
は
、「
す
べ
て
の
人
を
必
ず
救
う
と
い
う
願
い
（
本
願
）
を
た
て
、は
た
ら
き
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
仏
さ
ま
」（「
本

願
を
い
の
ち
と
す
る
仏
さ
ま
」）

　
　

ｄ
．�

阿
弥
陀
仏
は
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
の
言
葉
（
名
号
）
と
な
っ
て
、
私
に
は
た
ら
き
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
仏
さ
ま
」（
一
六
九

〜
一
七
〇
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ど
れ
だ
け
阿
弥
陀
仏
に
つ
い
て
論
理
的
に
説
明
し
て
も
、
本
当
の
意
味
で
阿
弥
陀
仏
を
理
解
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
論
理
的
説
明
の
前
に
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
仏
さ
ま
は
、
す
べ
て
の
人
を
分
け
隔
て

せ
ず
に
救
っ
て
く
だ
さ
る
方
で
あ
り
、悪
い
こ
と
を
し
て
も
罰
を
当
て
ず
、悲
し
ま
れ
る
存
在
で
あ
る
と
、感
覚
的
人
格
的
に
表
現
し
た
。

　
　

�　

阿
弥
陀
仏
と
い
う
仏
さ
ま
は
、「
す
べ
て
の
人
を
必
ず
救
う
と
い
う
願
い
（
本
願
）
を
た
て
、
は
た
ら
き
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い



��

る
仏
さ
ま
」
で
す
。

　
　

�　

多
く
の
宗
教
で
は
、「
い
い
こ
と
を
し
た
ら
救
わ
れ
る
け
ど
、
悪
い
こ
と
を
し
た
ら
救
わ
れ
な
い
」
と
い
う
の
が
普
通
で
す
。
も

し
く
は
、「
悪
い
こ
と
を
し
た
ら
罰
が
当
た
る
」
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
仏
さ
ま
は
、
決
し
て
罰
を
与

え
た
り
は
さ
れ
ま
せ
ん
。「
い
い
こ
と
を
し
た
ら
喜
ば
れ
、
悪
い
こ
と
を
し
た
ら
悲
し
ま
れ
る
」。
そ
ん
な
仏
さ
ま
な
の
で
す
。
浄

土
真
宗
で
は
、
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
を
「
親
さ
ま
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
は
、
い
つ
も
私
た
ち
の
こ
と
を
心
配
し
、

見
ま
も
っ
て
い
て
く
だ
さ
る
仏
さ
ま
な
の
で
す
。（
一
六
五
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
後
、
論
理
的
な
説
明
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
第
一
に
、「
真
実
か
ら
現
れ
た
仏
」
と
し
た
。

一
、
真
実
か
ら
現
れ
た
仏
（
真
実
の
人
格
的
顕
現
）

　

先
ず
、
阿
弥
陀
仏
と
釈
尊
を
混
同
し
て
い
る
こ
と
が
多
々
あ
る
為
、
そ
の
違
い
を
明
確
に
し
た
。

　
　

�　

釈
尊
は
、
今
か
ら
約
二
千
五
百
年
前
に
、
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
歴
史
上
の
人
物
で
す
。
そ
の
釈
尊
が
、
三
十
五
歳
で
さ
と
り
を

開
い
て
仏
陀
（
真
実
に
目
覚
め
た
者
）、
つ
ま
り
仏
と
な
っ
た
の
で
す
。

　
　
　

そ
れ
に
対
し
て
、
阿
弥
陀
仏
は
歴
史
上
の
人
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
更
に
、

　
　

�

と
は
言
え
、
人
間
が
創
り
出
し
た
単
な
る
偶
像
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
阿
弥
陀
仏
は
、「
真
実
の
世
界
か
ら
、
真
実
を
知
ら
せ
る
た
め

に
、
人
格
的
に
現
れ
て
く
だ
さ
っ
た
仏
さ
ま
」
な
の
で
す
。

と
、阿
弥
陀
仏
を
「
真
実
の
世
界
か
ら
、真
実
を
知
ら
せ
る
た
め
に
、人
格
的
に
現
れ
て
く
だ
さ
っ
た
仏
さ
ま
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、「
真
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実
」
を
ど
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
。

　
　

�　

真
実
に
は
、
嘘
を
破
る
は
た
ら
き
が
あ
り
ま
す
。
嘘
は
、
必
ず
真
実
に
よ
っ
て
破
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
男
の
人
が
「
私
は
女

で
あ
る
。」
と
言
っ
て
も
、
男
で
あ
る
と
い
う
真
実
に
よ
っ
て
、
そ
の
嘘
は
破
ら
れ
ま
す
。「
私
は
、
誰
の
世
話
に
も
な
ら
ず
に
、
一

人
で
生
き
て
い
る
。」
と
言
っ
た
と
し
て
も
、「
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
繋
が
り
合
い
、
生
か
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
真
実
に
よ
っ
て
、
そ

の
嘘
は
破
ら
れ
ま
す
。

　
　

�　

こ
の
よ
う
に
、
真
実
は
ど
こ
か
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
り
の
ま
ま
の
あ
り
方
で
あ
り
、
真
実
で
な
い
も
の
を
真
実
に
導
く
は

た
ら
き
を
す
る
の
で
す
。
真
実
に
は
、
そ
う
い
う
性
質
が
あ
る
の
で
す
。

　

と
あ
る
よ
う
に
、
真
実
と
は
、
真
実
な
ら
ざ
る
も
の
を
真
実
に
導
く
は
た
ら
き
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

　
　

�　

そ
の
真
実
の
は
た
ら
き
こ
そ
、
阿
弥
陀
仏
な
の
で
す
。
本
来
、
阿
弥
陀
仏
は
色
も
形
も
無
い
は
た
ら
き
そ
の
も
の
で
す
が
、
色

や
形
を
た
よ
り
に
生
き
て
い
る
私
た
ち
の
た
め
に
、
人
格
的
に
現
れ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
を
真
実
に
導
く
は

た
ら
き
を
離
れ
て
、
阿
弥
陀
仏
は
存
在
し
な
い
の
で
す
。

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
仏
を
如
来
と
い
う
こ
と
と
、
二
種
法
身
の
説
を
そ
の
教
義
的
根
拠
と
し
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

仏
を
如
来
と
も
言
う
が
、
如
来
と
は
、
如
か
ら
来
た
と
書
く
。
如
と
は
真
如
の
こ
と
で
、
現
在
の
言
葉
で
言
え
ば
、
真
実
と
言
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
真
実（
真
如
）か
ら
真
実
を
知
ら
せ
る
為
に
来
た
方
が
如
来
、す
な
わ
ち
仏
な
の
で
あ
る
。
仏
と
は
、も
と
も
と
覚
っ

た
者・真
実
に
目
覚
め
た
者
を
意
味
す
る
仏
陀（
ブ
ッ
ダ
）と
い
う
言
葉
を
省
略
し
た
も
の
で
あ
り
、覚
っ
た
と
い
う
状
態
を
主
に
表
す
が
、

如
来
は
、
覚
っ
た
者
が
迷
え
る
者
を
覚
ら
せ
る
と
い
う
は
た
ら
き
を
表
す
と
も
言
え
る
。

　

ま
た
親
鸞
は
、二
種
法
身
の
説
の
中
に
、阿
弥
陀
仏
の
論
理
的
根
拠
を
見
て
い
る
。
二
種
法
身
の
説
と
は
、も
と
も
と
曇
鸞
の
『
論
註
』

に
表
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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�

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
に
は
法
性
法
身
、
二
に
は
方
便
法
身
な
り
。
法
性
法
身
に
よ
り
て
方
便
法
身
を
生
ず
。

方
便
法
身
に
よ
り
て
法
性
法
身
を
出
す
。
こ
の
二
の
法
身
は
異
に
し
て
分
つ
べ
か
ら
ず
。
一
に
し
て
同
ず
べ
か
ら
ず
。（『
註
釈
版

聖
典　

七
祖
篇
』
一
三
九
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
親
鸞
の
著
書
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
は
、

　
　

�

法
性
す
な
は
ち
法
身
な
り
。
法
身
は
い
ろ
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。
し
か
れ
ば
、
こ
こ
ろ
も
お
よ
ば
れ
ず
、
こ
と
ば
も

た
え
た
り
。
こ
の
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
は
し
て
、方
便
法
身
と
申
す
御
す
が
た
を
し
め
し
て
、法
蔵
比
丘
と
な
の
り
た
ま
ひ
て
、

不
可
思
議
の
大
誓
願
を
お
こ
し
て
あ
ら
は
れ
た
ま
ふ
御
か
た
ち
を
ば
、
世
親
菩
薩
は
「
尽
十
方
無
礙
光
如
来
」
と
な
づ
け
た
て
ま

つ
り
た
ま
へ
り
。
こ
の
如
来
を
報
身
と
申
す
。（『
註
釈
版
聖
典
』
七
〇
九
〜
七
一
〇
）

と
あ
り
、『
一
念
多
念
証
文
』
に
は
、

　
　

�

こ
の
一
如
宝
海
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
は
し
て
、法
蔵
菩
薩
と
な
の
り
た
ま
ひ
て
、無
碍
の
ち
か
ひ
を
お
こ
し
た
ま
ふ
を
た
ね
と
し
て
、

阿
弥
陀
仏
と
な
り
た
ま
ふ
が
ゆ
ゑ
に
、
報
身
如
来
と
申
す
な
り
。
こ
れ
を
尽
十
方
無
碍
光
仏
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
れ
る
な
り
。
こ

の
如
来
を
南
無
不
可
思
議
光
仏
と
も
申
す
な
り
。こ
の
如
来
を
方
便
法
身
と
は
申
す
な
り
。方
便
と
申
す
は
、か
た
ち
を
あ
ら
は
し
、

御
な
を
し
め
し
て
、
衆
生
に
し
ら
し
め
た
ま
ふ
を
申
す
な
り
。
す
な
は
ち
阿
弥
陀
仏
な
り
。（『
註
釈
版
聖
典
』
六
九
〇
〜
六
九
一
）

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
に
よ
る
と
、
二
種
法
身
と
は
、
法
性
法
身
と
方
便
法
身
の
こ
と
で
あ
り
、
法
性
法
身
と
は
、
色
も
形
も
な
く
、

衆
生
の
思
い
の
及
ば
な
い
真
実
そ
の
も
の
で
あ
り
、
方
便
法
身
と
は
、
そ
こ
か
ら
形
を
現
し
、
法
蔵
菩
薩
の
発
願
・
修
行
、
阿
弥
陀
仏

の
成
仏
と
い
う
よ
う
に
、
衆
生
に
知
ら
せ
る
為
に
顕
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

尚
、
阿
弥
陀
仏
を
報
身
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
仏
身
を
法
身
・
報
身
・
応
身
の
三
身
説
に
よ
っ
て
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
の
法
身
と
は
、
真
如
法
性
そ
の
も
の
を
仏
身
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
報
身
と
は
、
因
願
に
酬
報
し
て
顕
現
し
た
仏
身
で
あ
り
、



宗教教育考─浄土真宗の教義とその表現方法について─（一）

��

応
身
と
は
、
衆
生
に
応
じ
て
現
れ
た
仏
身
で
あ
る
。
更
に
こ
の
三
身
に
、
種
々
に
姿
を
変
化
さ
せ
て
現
れ
る
仏
身
で
あ
る
化
身
を
加
え

て
る
と
、
四
身
説
に
な
る
。
ち
な
み
に
阿
弥
陀
仏
は
報
身
で
あ
り
、
釈
尊
は
応
身
で
あ
る
。

　

以
上
、阿
弥
陀
仏
を
「
真
実
の
世
界
か
ら
、真
実
を
知
ら
せ
る
た
め
に
、人
格
的
に
現
れ
て
く
だ
さ
っ
た
仏
さ
ま
」
と
表
現
し
た
が
、も
っ

と
わ
か
り
や
す
い
表
現
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
阿
弥
陀
仏
を
「
真
実
を
象
徴
的
に
表
し
た
仏
さ
ま
」
と
説
明
す
る
と
、
よ
く
分
か
り
納
得

も
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。【
補
講
】
に
、

　
　

�　

阿
弥
陀
仏
を
「
真
実
を
象
徴
的
に
表
し
た
仏
さ
ま
」
と
言
う
と
、
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
、
厳
密
に
言
え

ば
間
違
い
で
す
。「
真
実
を
象
徴
的
に
表
し
た
仏
さ
ま
」
と
言
う
と
、
真
実
を
人
間
が
何
か
で
表
現
し
、
頭
で
理
解
で
き
る
範
囲
に

限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
真
実
は
、あ
く
ま
で
私
の
嘘（
真
実
で
な
い
あ
り
方
）を
破
る
は
た
ら
き
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、

私
の
理
解
の
枠
組
み
の
中
に
収
ま
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
そ
の
枠
組
み
を
破
っ
て
く
れ
る
も
の
な
の
で
す
。

　
　

�　

つ
ま
り
、
阿
弥
陀
仏
は
「
真
実
の
世
界
か
ら
真
実
を
知
ら
せ
る
た
め
に
、
人
格
的
に
現
れ
て
く
だ
さ
っ
た
仏
さ
ま
」
と
し
か
表

現
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
信
仰
上
で
は
じ
め
て
成
り
立
つ
論
理
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
頭
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
為
に
、
教
義
を
曲
げ
て
は
な
ら
な
い
。
当
た
り
前
の
こ
と
で

は
あ
る
が
、
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

二
、
限
り
な
い
智
慧
と
慈
悲
の
仏

　

次
に
、
阿
弥
陀
仏
と
は
、「
限
り
な
い
智
慧
と
慈
悲
の
仏
さ
ま
」
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。
こ
れ
は
、
ア
ミ
ダ
と
い
う

言
葉
の
語
源
や
、『
教
行
信
証
』「
真
仏
土
巻
」
の
最
初
に
、
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つ
つ
し
ん
で
真
仏
土
を
案
ず
れ
ば
、
仏
は
す
な
は
ち
こ
れ
不
可
思
議
光
如
来
な
り
、
土
は
ま
た
こ
れ
無
量
光
明
土
な
り
。
し
か

れ
ば
す
な
は
ち
大
悲
の
誓
願
に
酬
報
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
真
の
報
仏
土
と
い
ふ
な
り
。
す
で
に
し
て
願
い
ま
す
、
す
な
は
ち
光
明
・

寿
命
の
願
（
第
十
二・十
三
願
）
こ
れ
な
り
。（『
註
釈
版
聖
典
』
三
三
七
）

と
あ
る
こ
と
、
ま
た
、『
阿
弥
陀
経
』
に

　
　

�

舎
利
弗
、
な
ん
ぢ
が
意
に
お
い
て
い
か
ん
、か
の
仏
を
な
ん
の
ゆ
ゑ
ぞ
阿
弥
陀
と
号
す
る
。
舎
利
弗
、か
の
仏
の
光
明
無
量
に
し
て
、

十
方
の
国
を
照
ら
す
に
障
碍
す
る
と
こ
ろ
な
し
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
号
し
て
阿
弥
陀
と
す
。
ま
た
舎
利
弗
、
か
の
仏
の
寿
命
お
よ
び
そ

の
人
民
〔
の
寿
命
〕
も
無
量
無
辺
阿
僧
祇
劫
な
り
。
ゆ
ゑ
に
阿
弥
陀
と
名
づ
く
。（『
註
釈
版
聖
典
』
一
二
三
〜
一
二
四
）

と
あ
る
こ
と
な
ど
が
教
義
的
根
拠
と
な
る
。

　

先
ず
、
語
源
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
あ
る
。

　
　

�　

阿
弥
陀
仏
は
、「
限
り
な
い
智
慧
と
慈
悲
の
仏
さ
ま
」
で
す
。
こ
の
こ
と
を
、
そ
の
語
源
か
ら
み
て
い
き
ま
す
が
、
漢
字
の
意
味

は
気
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
こ
れ
ら
は
音
写
と
い
っ
て
、
イ
ン
ド
の
言
葉
を
中
国
で
翻
訳
す
る
時
、
音
を

漢
字
に
当
て
は
め
た
も
の
で
、
当
て
字
だ
か
ら
で
す
。

　
　

�　

ま
ず
、「
ア
ミ
ダ
」と
は「
ア
＋
ミ
ダ
」で
、「
ア
」と
は
否
定
の
接
頭
語
、「
ミ
ダ
」と
は「
量
る
」と
い
う
意
味
で
す
。
で
す
か
ら
、「
ア

ミ
ダ
」
と
は
、「
量
る
こ
と
が
で
き
な
い
・
量
り
き
れ
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、何
が
量
り
き
れ
な
い
か
と
言
う
と
、

こ
の
「
ア
ミ
ダ
」
は
、「
ア
ミ
タ
ー
バ
」「
ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
」
の
二
つ
の
語
の
意
味
を
含
む
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
ア
ミ
タ
ー
バ
（
ア

ミ
タ
・
ア
ー
バ
）」
と
は
「
限
り
な
い
ひ
か
り
」、「
ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
（
ア
ミ
タ
・
ア
ー
ユ
ス
）」
と
は
「
限
り
な
い
い
の
ち
」
と
い
う

意
味
で
す
。「
ひ
か
り
」
は
「
智
慧
」
を
表
し
、「
い
の
ち
」
は
「
慈
悲
」
を
表
し
ま
す
。「
智
慧
」
と
は
、
あ
り
の
ま
ま
に
も
の
を

見
る
力
、「
慈
悲
」
と
は
、
本
当
の
憐
れ
み
慈
し
み
の
心
の
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、「
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」
と
は
、「
限
り
な
い
ひ
か
り
と
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い
の
ち
の
仏
」「
限
り
な
い
智
慧
と
慈
悲
の
仏
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

更
に
、
そ
の
「
ひ
か
り
と
い
の
ち
」「
限
り
な
い
智
慧
と
慈
悲
」
が
ど
の
よ
う
な
世
界
を
表
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

そ
れ
を
体
得
し
た
方
を
仏
と
い
う
と
述
べ
た
。

　
　

�　

限
り
な
い
ひ
か
り
と
は
、
真
実
を
見
せ
て
く
れ
る
智
慧
の
ひ
か
り
で
す
。
そ
の
智
慧
の
ひ
か
り
が
届
い
た
時
、
自
分
ひ
と
り
で

生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
繋
が
り
合
い
、
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
縁
起
の
世
界
、
自
他
一
如
の
世
界
が
見

え
て
き
ま
す
。
そ
の
時
、
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
い
い
と
い
う
小
さ
な
い
の
ち
の
世
界
が
破
ら
れ
、
大
き
な
い
の
ち
の
世
界
が
開
け

て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
、
他
の
苦
し
み
悲
し
み
を
共
感
す
る
と
こ
ろ
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
慈
悲
の
心
が
、
生
ま
れ
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
限
り
な
い
ひ
か
り
と
い
の
ち
の
世
界
、
限
り
な
い
智
慧
と
慈
悲
の
世
界
に
目
覚
め
た
方
を
「
仏
」
と
言
い
ま
す
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、

　
　

�　
「
ブ
ツ（
仏
）」と
は
、ブ
ッ
ダ（Buddha
）の
音
写
で
あ
る「
仏
陀
」を
省
略
し
た
も
の
で
、「
さ
と
っ
た
者
」「
真
実
に
目
覚
め
た
者
」

と
い
う
意
味
で
す
。
そ
し
て
、自
ら
が
さ
と
っ
て
そ
れ
で
終
わ
り
で
は
な
く
、迷
い
苦
し
ん
で
い
る
者
を
さ
と
ら
せ
る
者
、つ
ま
り「
自

覚
覚
他
（
自
ら
覚
り
、
他
を
覚
ら
せ
る
）
の
者
」
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
と
は
「
限
り
な
い
智
慧
と
慈
悲
の
世
界
に
目

覚
め
、
他
を
目
覚
め
さ
せ
ず
に
お
れ
な
い
者
」
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、「
仏
」
の
こ
と
を
「
如
来
」、
つ
ま
り
「
真
実
の
世
界
（
真
如
）

か
ら
真
実
を
知
ら
せ
る
た
め
に
来
た
方
」
と
い
う
こ
と
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
。

と
、
仏
と
は
、
自
利
利
他
を
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
決
し
て
、
自
己
の
さ
と
り
を
完
成
し
て
終
わ
り

で
は
な
く
、
利
他
活
動
を
す
る
か
ら
こ
そ
仏
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、「
自
覚
覚
他
の
者
」
と
い
う
表
現
は
、
善
導
大
師
『
観

経
疏
』
の

　
　

�「
仏
」
と
い
ふ
は
す
な
は
ち
こ
れ
西
国
（
印
度
）
の
正
音
な
り
。
こ
の
土
（
中
国
）
に
は
「
覚
」
と
名
づ
く
。
自
覚
・
覚
他
・
覚
行
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窮
満
、
こ
れ
を
名
づ
け
て
仏
と
な
す
。」（『
註
釈
版
聖
典　

七
祖
篇
』
三
〇
一
）

に
よ
っ
た
。

小
結

　

阿
弥
陀
仏
を
語
る
上
で
最
低
限
必
要
な
点
と
し
て
、ａ
．
真
実
の
人
格
的
顕
現
、ｂ
．
智
慧
と
慈
悲（
限
り
な
い
ひ
か
り
と
い
の
ち
）、ｃ
．

本
願
を
い
の
ち
と
す
る
、
ｄ
．
名
号
と
な
っ
て
は
た
ら
き
か
け
る
、
の
四
点
を
取
り
上
げ
た
。
ｃ
と
ｄ
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本
願
と

名
号
の
項
目
に
譲
っ
た
が
、
阿
弥
陀
仏
を
論
理
的
に
理
解
す
る
に
は
、「
真
実
の
人
格
的
顕
現
」
と
い
う
側
面
と
「
智
慧
と
慈
悲
」
と
い

う
側
面
は
、
と
て
も
重
要
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
真
実
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
大
切
で
あ
る
。
真
実
と
は
、「
縁
起
・
自
他
一
如
・
智
慧

と
慈
悲
・
限
り
な
い
ひ
か
り
と
い
の
ち
・
浄
土
」
と
い
っ
た
言
葉
で
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
動
的
な
救
済
の
根
源
的
世
界
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
世
界
か
ら
人
格
的
に
顕
現
し
た
仏
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
、
人
間
の
理
解
の
枠
組
み
の
中
で
理
解
で
き
る
も
の
で
は

な
く
、
真
実
な
る
世
界
か
ら
私
へ
の
は
た
ら
き
で
あ
っ
て
、
信
仰
の
上
で
初
め
て
成
り
立
つ
論
理
で
あ
る
。「
仏
か
ら
私
」
と
い
う
方
向

性
を
理
解
さ
せ
る
の
は
難
し
い
が
、
大
変
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

　

智
慧
と
慈
悲
に
関
し
て
は
、「
智
慧
は
必
ず
慈
悲
と
し
て
は
た
ら
き
、
慈
悲
は
必
ず
智
慧
を
伴
う
」
と
い
う
点
、
智
慧
と
慈
悲
（
限
り

な
い
ひ
か
り
と
い
の
ち
）
の
世
界
を
正
し
く
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
で
、
阿
弥
陀
仏
を
正
し
く
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に



宗教教育考─浄土真宗の教義とその表現方法について─（一）

��

　

以
上
、「
真
実
の
教
」
と
「
阿
弥
陀
仏
」
に
つ
い
て
、
そ
の
出
拠
を
明
ら
か
に
し
、
教
義
的
根
拠
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
教
義
を

高
校
生
に
理
解
さ
せ
る
為
に
、ど
の
よ
う
な
表
現
方
法
が
適
切
か
検
討
し
て
み
た
が
、理
解
さ
せ
る
の
が
難
し
く
、か
つ
重
要
な
こ
と
は
、

す
べ
て
の
基
準
が
仏
（
本
願
・
真
実
）
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

何
が
真
実
の
教
か
と
い
う
こ
と
を
判
定
し
た
の
は
、
親
鸞
で
は
な
く
、
ま
し
て
こ
の
私
で
も
な
い
。
仏
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
も
の

な
の
で
あ
る
。
仏
（
真
実
に
目
覚
め
た
者
）
の
教
え
に
よ
っ
て
、
何
が
真
実
か
見
え
て
い
な
い
自
ら
の
姿
に
気
づ
か
さ
れ
る
と
同
時
に
、

何
が
真
実
か
を
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
真
実
は
真
実
自
ら
そ
の
真
実
性
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

　

阿
弥
陀
仏
に
つ
い
て
も
、
私
の
理
解
で
き
る
枠
の
中
に
閉
じ
込
め
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
私
の
理
解
の
枠
組
み
を
破
っ
て
く
れ

る
方
向
、
真
実
の
顕
現
体
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

更
に
、
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
点
は
、「
阿
弥
陀
仏
は
形
と
し
て
表
れ
て
下
さ
っ
て
い
る
が
、
本
来
、
色
も
形
も
な
い
存
在
で
あ
る
」

と
法
性
法
身
の
側
面
の
み
を
強
調
し
が
ち
で
あ
る
が
、
信
心
の
場
に
お
い
て
は
、
阿
弥
陀
仏
は
、
真
実
の
人
格
的
顕
現
で
あ
り
な
が
ら
、

リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
決
し
て
物
理
的
・
実
体
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
私
に

対
し
て
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
は
た
ら
き
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

�

以
上

註（
註
１�

）�『
大
経
』
は
、第
��
願
「
諸
仏
称
名
の
願
」
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
も
の
（
阿
弥
陀
仏
か
ら
衆
生
に
回
向
さ
れ
た
も
の
）
な
の
で
あ
る
。『
教

行
信
証
』「
教
巻
」
の
最
初
に
「
謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回
向
に
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つ
い
て
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
。」（
一
三
五
）
と
あ
り
、『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
に
は
、「
本
願
力
の
回
向
に
二
種
の
相
あ
り
、
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ

に
は
還
相
な
り
。」（
四
七
八
）
と
あ
る
こ
と
よ
り
、
本
願
力
回
向
の
宗
教
で
あ
る
浄
土
真
宗
に
於
い
て
、
教
も
行
も
信
も
証
も
全
て
本
願
力
回
向
に

よ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

（
註
２
）�『
述
文
賛
』
の
引
文
は
語
の
解
釈
で
あ
る
。

（
註
３�

）
石
田
充
之
『
親
鸞
教
学
の
基
礎
的
研
究
（
三
）』
二
六
六
頁
に
、「
親
鸞
聖
人
は
、
法
然
聖
人
と
同
じ
よ
う
に
、
比
叡
山
で
、
大
乗
仏
教
の
真
実
を
求

め
て
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
の
絶
望
性
と
い
い
ま
す
か
、
望
み
を
断
ち
切
ら
れ
た
と
い
う
仏
道
実
践
の
徹
底
化
に
お
い
て
、
我
々
が
大
乗
仏
教
的
な
、

因
縁
生
・
縁
起
・
空
無
我
の
真
実
・
真
理
に
、
生
き
て
い
く
と
い
う
点
か
ら
、
か
よ
う
な
大
乗
仏
教
的
な
真
理
・
真
実
・
真
存
在
に
生
か
さ
れ
て
い

く
と
い
う
点
に
大
転
換
を
お
こ
な
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
法
然
聖
人
が
比
叡
山
を
お
り
ら
れ
た
原
因
に
も
な
る
の
で
す
が
、
親
鸞
聖
人
も
同
じ

で
す
。
天
台
的
な
大
乗
仏
教
的
な
真
実
を
求
め
続
け
ら
れ
た
結
果
と
し
て
、
そ
こ
に
、
大
乗
仏
教
的
真
実
に
生
き
る
宗
教
か
ら
、
大
乗
仏
教
的
な
真

理
真
実
に
生
か
さ
れ
る
宗
教
へ
、
能
動
的
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
）
か
ら
受
動
的
（
パ
ッ
シ
ィ
ブ
）
へ
と
大
転
換
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
親
鸞
聖
人
の
生
き
方
が

み
ら
れ
て
き
ま
す
。」
と
あ
る
の
を
参
考
に
し
た
。

　
　
　
　
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　
　
　
　
　
　

宗
教
教
育
・
真
実
の
教
・
阿
弥
陀
仏
・
表
現
方
法


