
研
究
ノ
ー
ト

『選
択
集
﹄
の
教
理
構
造
基
礎
論

(三
)

︱
︱
第
四
章
・
第
五
章
︱
︱

角

野

玄

樹

〔
抄

録
〕

本
稿
を
含
め
た
一
連
の
拙
稿
で
は
︑﹃
選
択
集
﹄
全
十
六
章
の
教
理
構
造

の
基
礎
的
議
論
を
す
る
予
定
で
あ
る
︒
そ
の
同
書
全
十
六
章
の
中
で
︑
今
回

は
︑
第
四
章
と
第
五
章
を
取
り
あ
げ
る
︒

『
選
択
集
﹄
の
内
容
は
︑
様
々
な
現
代
語
訳
や
解
説
書
な
ど
に
よ
り
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
で
も
な
お
︑
法
然
の
意
図
に
つ
い
て
︑
不
明
瞭

な
部
分
が
諸
所
に
見
ら
れ
る
︒
そ
の
不
明
瞭
な
部
分
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
︑

﹃
選
択
集
﹄
の
教
理
構
造
を
解
明
し
︑
法
然
の
意
図
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ

と
を
目
指
す
︒

キ
ー
ワ
ー
ド

法
然
︑
選
択
集
︑
教
理
構
造

第
四
章

『

選
択
集
﹄
第
四
章
の
教
理
構
造
基
礎
論

『
選
択
集
﹄
第
四
章
の
教
理
構
造
の
基
礎
的
議
論
を
し
て
い
く(1

)︒
ま
ず
︑
前
稿

1
の
凡
例
に
従
っ
て
︑
同
書
第
四
章
の
段
落
の
指
摘
を
す
る
︒

(
資
料
15
)

①
三
輩
念
仏
往
生
之
文

(
6
7
･
1
／
3
2
2
･
2
)

②
仏
告
阿
難
～
次
如
中
輩
者
也

(
6
7
･
2～
7
0
･
4
／
3
2
2
･
3～
1
3
)

③
私
問
曰
上
輩
文
中
～
云
念
仏
往
生
乎

(
7
0
･
5～
7
1
･
1
／
3
2
2
･
1
4～
1
5
)

④
答
曰
善
導
和
尚
～
云
念
仏
往
生
也

(
7
1
･
1～
5
／
3
2
2
･
1
5～
1
7
)

⑤
問
曰
此
釈
～
唯
云
念
仏
乎

(
7
1
･
6～
7
1
･
7
／
3
2
2
･
1
7
)

⑥
答
曰
此
有
三
意
～
而
説
諸
行
也

(
7
1
･
7～
7
2
･
2
／
3
2
2
･
1
7～
3
2
3
･
1
)

⑦
一
為
廃
諸
行
～
云
一
向
専
念
無
量
寿
仏
也

(
7
2
･
2～
7
3
･
2
／
3
2
3
･
1～
4
)

⑧
一
向
者
対
二
向
三
向
等
～
不
兼
余
明
矣

(
7
3
･
2～
7
4
･
2
／
3
2
3
･
4～
7
)

⑨
既
先
雖
説
余
行
～
最
以
叵
消
歟

(
7
4
･
2～
4
／
3
2
3
･
7～
8
)

⑩
二
為
助
成
念
仏
～
二
以
異
類
善
根
助
成
念
仏

(
7
4
･
4～
6
／
3
2
3
･
8～
9
)

⑪
初
同
類
助
成
者
～
如
上
正
雑
二
行
之
中
説

(
7
4
･
6～
7
5
･
1
／
3
2
3
･
1
0
)

⑫
次
異
類
助
成
者
～
又
発
菩
提
心
等
也

(
7
5
･
1～
6
／
3
2
3
･
1
0～
1
3
)

⑬
就
中
出
家
発
心
等
者
～
寧
容
妨
碍
念
仏
也

(
7
5
･
6～
7
6
･
1
／
3
2
3
･
1
3
)
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⑭
中
輩
之
中
～
方
処
供
具
等
是
也

(
7
6
･
1～
4
／
3
2
3
･
1
3～
1
5
)

⑮
下
輩
之
中
～
准
前
可
知

(
7
6
･
4～
5
／
3
2
3
･
1
5
)

⑯
三
約
念
仏
諸
行
～
︿
感
師
同
之
﹀

(
7
6
･
5～
7
7
･
3
／
3
2
3
･
1
5～
1
7
)

⑰
次
約
諸
行
門
～
亦
不
出
此
︿
已
上
﹀

(
7
7
･
3～
6
／
3
2
3
･
1
8～
3
2
4
･
1
)

⑱
凡
如
此
三
義
～
云
三
輩
通
皆
念
仏
也

(
7
7
･
6～
7
8
･
5
／
3
2
4
･
1～
4
)

⑲
但
此
等
三
義
～
以
初
為
正
耳

(
7
8
･
5～
6
／
3
2
4
･
4
)

⑳
問
曰
三
輩
之
業
～
始
説
念
仏
也

(
7
8
･
7～
7
9
･
3
／
3
2
4
･
4～
6
)

㉑
答
曰
此
有
二
義

(
7
9
･
3
～
4
／
3
2
4
･
6
)

㉒
一
如
問
端
云
～
念
仏
亦
可
通
九
品

(
7
9
･
4～
8
0
･
4
／
3
2
4
･
6～
9
)

㉓
二
観
経
之
意
～
唯
在
念
仏
矣

(
8
0
･
4～
7
／
3
2
4
･
9～
1
1
)

資
料
15
の
本
書
第
四
章
で
は
︑
﹃
無
量
寿
経
﹄
三
輩
文
の
解
釈
が
展
開
し
て
い
る
︒

三
輩
の
三
義
を
説
き
︑
や
は
り
︑
専
修
念
仏
や
一
向
念
仏
を
立
証
・
主
張
し
て
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
以
下
に
︑
本
書
第
四
章
の
教
理
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ

う
︒資

料
15
①
で
あ
る
︒
同
書
同
章
の
篇
目
で
︑﹁
三
輩
念
仏
往
生
之
文
﹂
と
︑
〝
三

輩
に
お
け
る
念
仏
往
生
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
文
〟
と
あ
り
︑
同
章
の
主
題
が
提

示
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
篇
目
は
︑
私
釈
に
お
け
る
問
い
の
き
っ
か
け
に

な
る
も
の
で
も
あ
る
︒
詳
細
は
︑
③
の
議
論
に
譲
る
︒

資
料
15
②
で
あ
る
︒
﹃
無
量
寿
経
﹄
三
輩
文
を
引
用
し
て
い
る
︒
本
章
で
は
︑

同
経
三
輩
文
が
議
論
の
材
料
と
な
る
の
で
︑
議
論
を
し
っ
か
り
と
さ
せ
る
た
め
︑

引
用
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒

資
料
15
③
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
法
然
の
私
釈
で
あ
る
︒
問
答
形
式
に
な
っ
て
い

る
︒
上
輩
・
中
輩
・
下
輩
い
ず
れ
も
諸
行
を
説
く
が
︑
な
ぜ
︑
篇
目
で
た
だ
念
仏

の
み
を
い
う
の
か
︑
と
問
う
て
い
る
︒

③
で
は
︑
前
の
①
の
篇
目
を
承
け
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
篇
目
で
は
︑﹁
念
仏

往
生
﹂
の
み
を
主
張
し
て
お
り
︑
諸
行
の
主
張
が
見
ら
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
三
輩

で
は
諸
行
も
説
い
て
い
る
故
︑
な
ぜ
︑
念
仏
の
み
し
か
主
張
し
な
い
の
か
︑
自
然

な
疑
問
が
生
じ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
疑
問
を
こ
の
③
で
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

④
で
あ
る
︒
③
の
問
い
に
対
す
る
答
え
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
善
導
﹃
観
念
法

門
﹄
の
三
輩
解
釈
文
を
引
用
し
︑
そ
れ
を
根
拠
に
︑
三
輩
で
は
全
て
念
仏
往
生
の

主
張
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
観
念
法
門
﹄
に
お
い
て
︑
三

輩
文
で
は
︑
上
・
中
・
下
の
根
性
に
応
じ
て
︑
全
て
に
専
修
念
仏
を
勧
め
︑
そ
れ

に
よ
り
︑
臨
終
に
来
迎
や
往
生
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
と
す
る
︒

④
で
は
︑
前
の
③
の
問
い
に
対
し
︑﹃
観
念
法
門
﹄
の
文
を
用
い
て
念
仏
主
張

の
根
拠
を
示
し
︑
と
り
あ
え
ず
の
応
答
を
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
答
え
だ
け

で
は
不
十
分
で
あ
り
︑
故
に
次
の
⑤
の
問
い
が
示
さ
れ
る
︒

⑤
⑥
︒
問
答
形
式
に
な
っ
て
い
る
︒
前
の
④
の
答
え
だ
け
で
は
︑
な
ぜ
余
行
を

捨
て
て
︑
念
仏
の
み
を
主
張
す
る
の
か
不
明
瞭
な
の
で
︑
そ
れ
を
問
い
と
し
て
い

る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
答
え
と
し
て
︑
三
輩
の
三
義
を
提
示
す
る
︒
つ
ま
り
︑
廃

帰
・
助
成
念
仏
・
立
三
品
で
あ
る
︒

前
の
④
で
は
︑
単
に
︑
三
輩
の
全
て
に
専
修
念
仏
に
よ
る
往
生
が
説
か
れ
て
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
︑
こ
れ
で
は
︑
な
ぜ
余
行
を
捨
て
る
の
か
と
い
う

疑
問
に
は
答
え
ら
れ
て
い
な
い
︒
つ
ま
り
︑
三
輩
文
に
は
諸
行
往
生
も
示
さ
れ
て

い
る
の
に
︑
な
ぜ
篇
目
で
余
行
を
捨
て
る
の
か
︑
そ
の
根
拠
が
明
言
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る(2

)︒
故
に
︑
そ
れ
を
⑤
に
お
い
て
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑

そ
の
答
え
と
し
て
︑
⑥
で
︑
三
輩
の
三
義
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
︒

『選
択
集
﹄
の
教
理
構
造
基
礎
論

(三
)
(角
野
玄
樹
)
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詳
し
く
は
後
論
す
る
が
︑
こ
れ
ら
三
義
で
は
︑
往
生
行
と
し
て
の
諸
行
や
諸
行

往
生
を
主
張
し
て
い
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
三
義
を
示
す
こ
と
に
よ
り
︑
⑤
の
問
い
︑

つ
ま
り
︑
な
ぜ
篇
目
で
余
行
を
捨
て
る
か
と
い
う
問
い
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
︒

⑦
︒
三
輩
三
義
の
第
一
の
廃
帰
で
あ
る
︒
善
導
﹃
観
経
疏
﹄
の
付
属
釈
文
を
引

用
し
解
釈
す
る
︒
そ
の
内
容
か
ら
︑
本
願
の
中
に
は
余
行
が
な
く
︑
三
輩
全
て
本

願
に
依
る
の
で
︑
﹁
一
向
専
念
無
量
寿
仏
﹂
と
い
う
の
だ
と
す
る
︒

こ
の
⑦
に
お
け
る
廃
帰
と
は
︑
諸
行
を
廃
さ
せ
︑
念
仏
に
帰
さ
せ
る
こ
と
で
あ

る(3
)︒

三
輩
に
お
い
て
廃
帰
が
成
立
す
る
こ
と
を
立
証
す
る
た
め
︑
善
導
﹃
観
経

疏
﹄
付
属
釈
文
を
引
用
す
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
引
用
文
の
前
に
﹁
准
﹂
(〝
な
ぞ
ら

え
る
〟
)
と
あ
る
の
で
︑
付
属
釈
文
に
な
ぞ
ら
え
て
︑
三
輩
で
も
本
願
に
依
り
︑

一
向
専
念
無
量
寿
仏
が
導
出
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
三
輩
文
で

は
︑
念
仏
と
余
行
を
説
き
︑
念
仏
に
は
﹁
一
向
専
念
﹂
の
表
現
が
与
え
ら
れ
て
い

る
︒
一
方
︑
﹃
観
経
﹄
の
九
品
で
も
︑
念
仏
と
余
行
を
説
き
︑
付
属
釈
文
で
は
︑

一
向
専
修
念
仏
を
主
張
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
の
ち
の
⑳
に
も
あ
る
よ
う
に
︑
三

輩
と
九
品
は
同
じ
も
の
で
あ
る
︒
法
然
は
︑
両
者
の
内
容
が
近
似
し
て
い
る
こ
と

に
着
目
し
︑
付
属
釈
文
に
な
ぞ
ら
え
て
︑
三
輩
文
を
解
釈
し
た
わ
け
で
あ
る
︒
そ

し
て
︑
三
輩
文
で
本
願
に
依
る
こ
と
に
よ
り
︑
一
向
専
念
無
量
寿
仏
を
導
出
し
て

い
る
の
で
あ
る
︒

法
然
が
こ
の
⑦
の
内
容
を
構
築
し
た
目
的
は
︑
三
輩
に
廃
帰
の
内
容
が
あ
る
こ

と
を
立
証
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
廃
帰
を
立
証
す
る
に
は
︑
念
仏
の
帰
と

と
も
に
︑
諸
行
の
廃
が
必
要
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
三
輩
文
だ
け
を
眺
め
て
み
て
も
︑

諸
行
の
廃
の
内
容
は
必
然
的
に
は
見
え
て
こ
な
い
︒
む
し
ろ
︑
三
輩
文
に
は
諸
行

往
生
の
内
容
も
存
し
︑
諸
行
を
廃
し
て
お
ら
ず
︑
主
張
し
て
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ア

ン
ス
も
読
み
取
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
︒

そ
こ
で
法
然
は
︑
付
属
釈
文
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
に
よ
り
︑
三
輩
文
に
お
い
て

も
本
願
に
依
る
と
い
う
内
容
を
確
保
す
る
︒
選
択
本
願
念
仏
説
に
よ
り
︑
本
願
で

は
往
生
行
と
し
て
念
仏
の
み
が
主
張
さ
れ
て
い
る(

4
)︒

し
た
が
っ
て
︑
三
輩
文
に
お

い
て
一
向
専
念
無
量
寿
仏
が
導
出
さ
れ
る
︒
そ
し
て
こ
の
議
論
の
過
程
で
︑
一
向

専
念
無
量
寿
仏
の
語
に
︑
諸
行
を
廃
す
る
内
容
が
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
な
ぜ

な
ら
︑
往
生
行
に
は
念
仏
と
諸
行
が
あ
り
︑
そ
こ
で
本
願
に
依
る
こ
と
に
よ
り
︑

諸
行
を
主
張
せ
ず
︑
一
向
専
念
無
量
寿
仏
を
導
出
す
る
の
で
︑
諸
行
の
廃
が
確
保

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
故
に
︑
こ
の
⑦
の
議
論
の
流
れ
で
︑
諸
行
の
廃
を
立
証

で
き
て
い
る
の
で
あ
る(

5
)︒

一
方
︑
三
輩
で
本
願
に
依
る
こ
と
に
よ
り
︑
三
輩
に
お
い
て
念
仏
が
主
張
さ
れ

る
︒
つ
ま
り
︑
念
仏
の
帰
が
確
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
廃
帰
と
は
︑
本
庄
良
文
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
︑
い
ず
れ
も
使
役

で
︑
〝
廃
さ
せ
る
〟
〝
帰
さ
せ
る
〟
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
な
ぜ
よ
り
に
よ
っ
て
使

役
な
の
だ
ろ
う
か
︒
以
下
に
考
察
し
て
み
た
い
︒
ま
た
︑
こ
の
考
察
は
︑
実
は
︑

単
に
専
念
無
量
寿
仏
で
は
な
く
︑﹁
一
向
﹂
の
語
が
付
加
さ
れ
た
﹁
一
向
専
念
無

量
寿
仏
﹂
を
い
か
に
導
出
し
た
の
か
の
考
察
で
も
あ
る
︒

三
輩
で
本
願
に
依
る
際
︑
そ
の
本
願
と
は
︑
当
然
︑
第
三
章
を
承
け
て
︑
選
択

本
願
念
仏
説
を
踏
ま
え
た
本
願
で
あ
る
︒
故
に
︑
三
輩
で
本
願
に
依
る
と
︑
専
修

念
仏
が
導
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
三
輩
文
で
は
︑
単
に
専
修
念
仏
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
こ
に
﹁
一
向
﹂

の
語
が
付
加
さ
れ
て
い
る
﹁
一
向
専
念
無
量
寿
仏
﹂
と
あ
る
︒
そ
の
﹁
一
向
﹂
は
︑
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ど
こ
か
ら
来
る
の
だ
ろ
う
か
︒

ま
ず
︑
付
属
釈
文
に
は
︑
﹁
上
来
雖
説
定
散
両
門
之
益
望
仏
本
願
意
在
衆
生
一

向
専
称
弥
陀
仏
名
﹂
と
あ
る(6

)︒
そ
の
中
に
お
い
て
︑﹁
一
向
専
称
弥
陀
仏
名
﹂
と

あ
る
の
で
︑
こ
れ
が
手
が
か
り
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
﹁
一
向
専
称
弥

陀
仏
名
﹂
は
︑
使
役
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
付
属
釈
文
に
は
︑﹁
意
﹂
と
︑
釈
尊

の
意
図
を
推
測
し
よ
う
と
し
︑
そ
の
釈
尊
の
意
図
が
︑﹁
一
向
専
称
弥
陀
仏
名
﹂

で
あ
り
︑
釈
尊
が
主
語
で
あ
る
が
故
に
︑
そ
の
﹁
一
向
専
称
弥
陀
仏
名
﹂
と
は
使

役
︑
つ
ま
り
︑
釈
尊
が
衆
生
に
﹁
一
向
専
称
弥
陀
仏
名
﹂
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
︒

そ
れ
を
踏
ま
え
て
更
に
︑
そ
の
中
の
﹁
一
向
﹂
の
語
に
は
︑
法
然
の
理
解
で
は
︑

〝
衆
生
に
︹
ひ
た
す
ら
︺
帰
さ
せ
る
〟
と
い
う
意
味
が
存
す
る
は
ず
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
﹁
一
向
﹂
と
﹁
専
﹂
の
違
い
で
あ
る
︒
私
見
に
よ
れ
ば
︑﹁
専
﹂
と
は
︑

そ
の
時
間
内
で
ひ
た
す
ら
念
仏
を
修
め
る
こ
と
で
あ
る
︒
一
方
︑﹁
一
向
﹂
と
は
︑

〝
︹
一
生
涯
ひ
た
す
ら
︺
専
修
念
仏
に
帰
す
る
〟
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑

付
属
釈
文
と
は
︑
定
散
二
善
の
行
の
中
か
ら
︑
念
仏
の
み
を
導
出
す
る
要
素
で
あ

り
︑
法
然
に
と
っ
て
︑
善
導
﹃
観
経
疏
﹄
の
結
論
で
あ
る
︒
な
ら
ば
︑
法
然
に

と
っ
て
は
︑
そ
の
付
属
釈
文
の
念
仏
と
は
︑
結
論
で
あ
る
の
で
︑
帰
さ
せ
る
対
象

と
な
る
は
ず
で
あ
る
︒
法
然
に
と
っ
て
︑
最
終
目
的
は
︑
人
々
を
専
修
念
仏
に
帰

さ
せ
て
修
行
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
念
仏
の﹅

み﹅

に
帰
さ
せ
る
故
︑
〝︹
ひ
た

す
ら
︺
帰
さ
せ
る
〟
と
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
付
属
釈
文
の
専
修
念
仏
に
〝︹
ひ

た
す
ら
︺
帰
さ
せ
る
〟
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
解
釈
す
る
は
ず
な
の
で
あ
る
︒
つ

ま
り
︑
専
修
念
仏
に
﹁
一
向
﹂
が
付
加
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
︑
専
修
念
仏
に

〝
︹
ひ
た
す
ら
︺
帰
さ
せ
る
〟
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
漢
語
の
構
造
と
し
て
は
︑

﹁
専
念
無
量
寿
仏
﹂
に
﹁
一
向
﹂
が
か
か
っ
て
い
る
関
係
に
あ
る
︒
故
に
︑
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
︑
専
修
念
仏
に
〝︹
ひ
た
す
ら
︺
帰
さ
せ
る
〟
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
こ
の
場
合
︑
〝
︹
ひ
た
す
ら
︺
帰
さ
せ
る
〟
と
は
︑
単
に
〝
帰
さ
せ
る
〟

こ
と
で
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
帰
さ
せ
る
対
象
は
︑
こ
の
場
合
︑
専

修
念
仏
︑
つ
ま
り
︑
念
仏
の﹅

み﹅

で
あ
り
︑
〝
ひ
た
す
ら
〟
と
〝
の
み
〟
(あ
る
い
は

﹁
専
﹂
)
が
だ
ぶ
つ
い
て
い
る
こ
と
も
あ
り
︑
〝︹
ひ
た
す
ら
︺
帰
さ
せ
る
〟
を
単
に

〝
帰
さ
せ
る
〟
と
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
︒

こ
う
し
て
︑
付
属
釈
文
の
﹁
一
向
﹂
は
︑
〝︹
ひ
た
す
ら
︺
帰
さ
せ
る
〟︑
あ
る

い
は
︑
〝
帰
さ
せ
る
〟
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
お
さ
え
ら
れ
る
︒

こ
の
付
属
釈
文
に
な
ぞ
ら
え
て
︑
三
輩
解
釈
文
が
あ
る
の
で
︑
三
輩
で
も
︑
釈

尊
が
主
語
と
な
り
︑
か
つ
︑
釈
尊
が
何
ら
か
の
教
え
に
帰
さ
せ
よ
う
と
す
る
議
論

が
展
開
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
三
輩
文
で
の
︑
何
ら
か
の
教
え
に
帰
さ
せ
よ
う
と
す

る
釈
尊
の
意
図
が
推
測
さ
れ
る
形
式
で
︑
こ
の
⑦
の
議
論
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
⑦
の
三
輩
文
で
の
釈
尊
の
意
図
は
︑
〝
衆
生
を
⁝
⁝
に
帰
さ
せ
る
〟
と

い
う
こ
と
に
な
る
︒

そ
こ
で
本
願
に
依
る
な
ら
ば
︑
選
択
本
願
念
仏
説
に
よ
り
︑
専
修
念
仏
が
導
出

さ
れ
︑
右
記
の
〝
衆
生
を
⁝
⁝
に
帰
さ
せ
る
〟
を
合
わ
せ
れ
ば
︑
〝
衆
生
を
専
修

念
仏
に
帰
さ
せ
る
〟
と
な
る
︒

そ
し
て
︑
〝
衆
生
を
専
修
念
仏
に
帰
さ
せ
る
〟
の
う
ち
︑﹁
専
修
﹂
と(7

)︑
釈
尊
の

主
語
の
使
役
と
い
う
要
素
に
は
︑
諸
行
の
使
役
の
廃
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
故
に
︑

〝
衆
生
を
専
修
念
仏
に
帰
さ
せ
る
〟
か
ら
︑
〝
衆
生
に
諸
行
を
廃
さ
せ
︑
念
仏
に
帰

さ
せ
る
〟
と
い
う
廃
帰
を
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

『選
択
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そ
し
て
以
上
の
よ
う
に
︑
三
輩
で
は
︑
付
属
釈
文
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
に
よ
り
︑

一
向
の
語
が
専
念
無
量
寿
仏
に
付
加
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
廃
帰
と
︑
一
向
専
念
無
量
寿
仏
と
の
関
係
を
整
理
し
て
み
よ
う
︒
実
は
︑

こ
の
両
者
︑
つ
ま
り
︑
廃
帰
と
一
向
専
念
無
量
寿
仏
を
主
張
す
る
と
い
う
要
素
は

同
じ
内
容
な
の
で
あ
る
︒
本
書
第
四
章
の
三
輩
解
釈
文
の
一
向
専
念
無
量
寿
仏
を

主
張
す
る
と
い
う
内
容
は
︑
釈
尊
主
語
の
使
役
で
あ
る
︒
そ
の
上
で
︑﹁
一
向
﹂

と
は
︑
〝
︹
ひ
た
す
ら
︺
帰
さ
せ
る
〟
︑
あ
る
い
は
単
に
︑
〝
帰
さ
せ
る
〟
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︒
そ
し
て
使
役
で
あ
る
と
こ
ろ
の
﹁
専
修
﹂
と
は
︑
念
仏
せ
し
む
る
こ

と
と
︑
諸
行
を
廃
せ
し
む
こ
と
で
あ
る
︒
以
上
に
よ
り
︑﹁
一
向
専
念
無
量
寿
仏
﹂

と
は
︑
〝
衆
生
に
諸
行
を
廃
さ
せ
︑
念
仏
に
帰
さ
せ
る
〟
の
廃
帰
と
い
う
こ
と
で

あ
る
︒
よ
っ
て
︑
一
向
専
念
無
量
寿
仏
を
主
張
す
る
と
い
う
要
素
と
廃
帰
と
は
︑

同
内
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

⑦
の
議
論
は
︑
廃
帰
を
導
出
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
︑
そ
の
廃
帰
導
出
の

た
め
に
︑
廃
帰
と
同
内
容
の
一
向
専
念
無
量
寿
仏
を
主
張
す
る
と
い
う
要
素
を
導

出
し
︑
暗
に
廃
帰
を
立
証
し
て
い
る
こ
と
も
︑
以
上
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
で
あ
ろ

う
︒か

く
し
て
︑
廃
帰
が
使
役
で
あ
る
理
由
や
︑﹁
一
向
﹂
が
ど
こ
か
ら
来
る
も
の

か
が
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
付
属
釈
文
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と

な
ど
に
よ
り
︑
三
輩
で
の
︑
何
の
教
え
に
帰
さ
せ
る
の
か
と
い
う
仏
の
意
図
内
容

を
焦
点
と
す
る
こ
と
で
使
役
と
な
り
︑
そ
し
て
︑
本
願
に
依
る
こ
と
で
︑
専
修
念

仏
が
導
か
れ
る
︒
そ
の
専
修
念
仏
は
︑
ひ
た
す
ら
念
仏
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
使
役

の
帰
と
合
わ
せ
れ
ば
︑
〝
︹
ひ
た
す
ら
︺
念
仏
に
帰
さ
せ
る
〟︑
つ
ま
り
︑
一
向
の

語
が
専
念
無
量
寿
仏
に
付
加
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
過
程
で
︑
諸
行
の
廃
も
含

ま
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑
廃
帰
が
暗
に
立
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
本
書
第
四
章
の
︑
写
刊
本
の
諸
本
で
︑﹁
一
向
専
念
無
量
寿
仏
﹂
の
訓

が
使
役
表
現
で
な
い
と
し
て
も
︑
角
度
を
変
え
て
見
れ
ば
︑
十
分
使
役
の
意
味
が

生
じ
う
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑﹁
一
向
専
念
無
量
寿
仏
﹂
は
︑
解
釈
の
仕
方
に
よ
っ

て
︑
使
役
で
も
あ
り
え
る
し
︑
使
役
で
は
な
い
場
合
も
あ
り
え
る
の
で
あ
る
︒
ま

た
︑
三
輩
の
三
義
は
使
役
の
廃
帰
だ
け
で
な
く
︑
助
成
念
仏
や
立
三
品
も
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
本
書
の
諸
本
で
︑﹁
一
向
専
念
無
量
寿
仏
﹂
の
訓
が
使
役
表
現
で

な
く
と
も
︑
以
上
の
私
見
に
大
過
は
な
い
と
考
え
る
︒

⑧
⑨
︒
一
向
の
語
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
一
向
大
乗
寺
・
一
向
小
乗
寺
・

大
小
兼
行
寺
の
例
を
あ
げ
︑
一
向
と
は
︑
他
の
も
の
を
兼
ね
な
い
こ
と
だ
と
す
る
︒

三
輩
で
は
︑
余
行
を
説
く
け
れ
ど
も
︑
の
ち
に
﹁
一
向
専
念
﹂
と
い
う
︒
よ
っ
て
︑

諸
行
を
廃
し
て
︑
た
だ
念
仏
を
用
い
る
故
に
︑﹁
一
向
﹂
と
い
う
と
す
る
︒
も
し

そ
う
で
な
い
な
ら
︑﹁
一
向
﹂
の
語
は
な
い
可
能
性
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
説
く
︒

前
の
⑦
で
は
︑
善
導
の
付
属
釈
文
を
仮
に
あ
て
が
っ
て
︑
一
向
専
念
無
量
寿
仏

を
説
く
こ
と
を
導
出
し
︑
廃
帰
を
暗
に
立
証
し
た
︒
今
度
は
︑﹁
一
向
﹂
の
語
を

定
義
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
そ
の
方
向
か
ら
︑
廃
帰
を
下
支
え
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
一
向
﹂
の
定
義
に
よ
り
︑
余
行
の
廃
︑
念
仏
の
用

を
導
出
し(8

)︑
廃
帰
を
下
支
え
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑﹁
一
向
﹂
に

は
︑
〝︹
ひ
た
す
ら
︺
帰
さ
せ
る
〟
と
い
う
意
味
が
あ
り
︑
な
ら
ば
そ
の
逆
の
︑

〝
廃
さ
せ
る
〟
も
含
む
︒
そ
の
よ
う
な
﹁
一
向
﹂
の
語
義
が
︑
十
分
成
立
す
る
こ

と
を
示
す
た
め
︑
こ
の
⑧
で
﹁
一
向
﹂
の
語
義
を
示
し
︑
廃
用
を
導
出
し
て
い
る

の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
廃
用
を
導
出
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
い
か
に
廃
帰
を
下
支
え
し
て
い
る
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の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
廃
用
は
︑
廃
帰
と
異
な
り
︑
使
役
で
は
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑

こ
こ
で
は
︑
釈
尊
が
ど
の
よ
う
に
諸
行
と
念
仏
を
位
置
づ
け
て
︑
一
向
の
語
を
配

置
し
た
か
と
い
う
話
題
で
あ
り
︑
〝
衆
生
に
～
さ
せ
る
〟
と
い
う
次
元
の
話
題
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
廃
用
は
︑
廃
帰
の
内
容
を
︑
角
度
を
変
え
て
表

現
し
た
も
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
使
役
表
現
を
︑
釈
尊
の
︑
諸
行
と
念
仏
の
位

置
づ
け
の
表
現
に
変
更
し
た
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
廃
帰
と
廃
用
は
︑
三
輩
文

に
お
け
る
釈
尊
の
同
じ
行
動
を
︑
角
度
を
変
え
て
別
の
表
現
を
し
て
い
る
も
の
な

の
で
あ
る
︒

か
く
し
て
︑
廃
帰
の
換
言
で
あ
る
廃
用
の
導
出
に
よ
り
︑﹁
一
向
﹂
の
語
義

(〝
︹
ひ
た
す
ら
︺
帰
さ
せ
る
〟
)
を
下
支
え
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

⑩
︒
三
輩
三
義
の
第
二
の
助
成
念
仏
で
あ
る
︒
同
類
の
善
根
と
異
類
の
善
根
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
⑪
⑫
な
ど
の
道
筋
を
つ
け
て
い
る
︒

⑪
︒
⑩
で
指
摘
し
た
同
類
と
異
類
の
う
ち
︑
同
類
の
助
成
を
説
い
て
い
る
︒
善

導
﹃
観
経
疏
﹄
に
説
か
れ
て
い
る
五
種
の
助
行

(読
誦
・
観
察
・
礼
拝
・
讃
嘆
・

供
養
の
五
つ
の
正
行
)
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
提
示
に
よ
り
︑
同
類

の
助
成
念
仏
を
説
明
し
つ
つ
︑
整
合
的
に
内
容
を
示
す
こ
と
に
よ
り
︑
そ
の
存
在

を
立
証
し
て
い
る
︒

⑫
︒
異
類
の
助
成
を
説
い
て
い
る
︒
三
輩
の
う
ち
︑
ま
ず
上
輩
に
説
か
れ
て
い

る
助
成
念
仏
を
指
摘
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
一
向
専
念
無
量
寿
仏
は
正
定
之
業

で
あ
り
︑
助
け
る
対
象
で
あ
る
と
し
︑
捨
家
棄
欲
而
作
沙
門
発
菩
提
心
な
ど
は
助

行
で
あ
り
︑
助
け
る
主
体
と
す
る
︒
ま
た
︑﹃
往
生
要
集
﹄
に
も
説
か
れ
る
﹁
往

生
之
業
念
仏
為
本
﹂
の
文
を
引
き
︑
こ
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
︑
一
向
専
修
念
仏
の

た
め
に
︑
上
輩
の
余
行
を
す
る
こ
と
を
述
べ
る
︒

⑫
～
⑮
で
は
︑
異
類
の
助
成
念
仏
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
明
ら
か
に
し
つ

つ
︑
整
合
的
に
内
容
を
示
す
こ
と
に
よ
り
立
証
し
て
い
る
︒
⑫
で
は
ま
ず
上
輩
の

助
成
念
仏
を
説
明
し
て
い
る
︒﹃
往
生
要
集
﹄
に
も
説
か
れ
る
﹁
往
生
之
業
念
仏

為
本
﹂
(〝
往
生
の
業
で
は
︑
念
仏
を
中
心
と
す
る
〟
)
を
引
い
て
い
る
が
︑
一
般

的
に
浄
土
教
で
は
︑
修
行
の
う
ち
念
仏
を
中
心
と
す
る
考
え
方
を
す
る
の
で
︑
そ

の
立
場
で
右
記
の
﹁
往
生
之
業
念
仏
為
本
﹂
の
文
を
あ
げ
て
い
る
︒
そ
の
文
に
基

づ
け
ば
︑
当
然
︑
念
仏
が
中
心
と
な
り
︑
そ
の
他
の
余
行
が
念
仏
を
助
け
る
構
図

と
な
る
︒
そ
の
構
図
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
三
輩
で
も
助
成
念
仏
が
成
立
す

る
こ
と
を
立
証
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
の
ち
の
中
輩
・
下
輩
で
も
︑
明

記
し
て
い
な
い
が
︑
そ
の
﹁
往
生
之
業
念
仏
為
本
﹂
の
趣
旨
に
則
っ
て
︑
助
成
念

仏
を
指
摘
し
︑
そ
れ
を
立
証
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

⑬
︒
上
輩
の
行
の
︑
出
家
・
発
心
な
ど
は
︑
初
出
・
初
発
を
指
し
︑
そ
れ
ら
余

行
が
念
仏
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
︒

こ
の
⑬
の
内
容
を
説
明
す
る
目
的
は
︑
出
家
・
発
心
な
ど
の
異
類
の
助
成
と
︑

法
然
の
教
え
の
念
仏
と
は
同
時
に
行
え
な
い
の
で
︑
そ
れ
ら
異
類
の
助
成
を
行
ず

る
時
期
を
明
確
化
し
︑
念
仏
と
は
異
時
に
行
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

そ
の
説
明
に
よ
り
︑
実
践
上
の
念
仏
と
異
類
の
助
成
と
が
十
分
整
合
す
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
出
家
を
し
た
り
︑
菩
提
心
を
発
こ
す
と
︑
出
家
や
悟
り
の
た
め
の
様
々

な
行
を
修
行
す
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
ら
悟
り
な
ど
の
修
行
を
し
て
し
ま
う
と
︑

専
修
念
仏
の
教
え
と
背
反
す
る
︒
そ
こ
で
︑
こ
こ
で
の
出
家
や
菩
提
心
を
︑
初

出
・
初
発
と
解
釈
す
れ
ば
︑
そ
の
後
の
悟
り
の
修
行
は
し
な
い
こ
と
を
含
ん
で
い

る
の
で
︑
専
修
念
仏
の
教
え
と
整
合
す
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
暗

『選
択
集
﹄
の
教
理
構
造
基
礎
論

(三
)
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野
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示
す
る
狙
い
で
︑
こ
こ
で
の
出
家
や
菩
提
心
を
初
出
・
初
発
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒

⑭
⑮
︒
中
輩
・
下
輩
の
諸
行
も
︑
異
類
の
助
成
に
な
り
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
︒
明
記
し
て
い
な
い
が
︑
前
の
⑫
の
よ
う
に
﹁
往
生
之
業
念
仏
為
本
﹂

の
内
容
に
則
り
︑
上
輩
と
同
様
に
︑
中
輩
・
下
輩
の
諸
行
も
︑
異
類
の
助
成
で
あ

り
う
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
︒

⑯
⑰
︒
三
輩
三
義
の
第
三
の
立
三
品
で
あ
る
︒﹃
往
生
要
集
﹄
の
二
文
を
根
拠

に
︑
念
仏
・
諸
行
に
つ
い
て
︑
三
品
の
別
が
あ
る
こ
と
を
主
張
・
立
証
し
て
い
る(9

)︒

こ
の
よ
う
に
︑
廃
帰
・
助
成
念
仏
・
立
三
品
で
は
︑
い
ず
れ
も
往
生
行
と
し
て

の
余
行
や
諸
行
往
生
を
主
張
し
て
い
な
い
︒
例
え
ば
︑
助
成
念
仏
で
は
︑
余
行
に

対
し
て
あ
る
程
度
肯
定
的
で
あ
る
が
︑
往
生
行
と
し
て
の
余
行
や
諸
行
往
生
の
主

張
で
は
な
い
︒
あ
く
ま
で
念
仏
を
助
け
る
た
め
の
行
で
あ
る
︒
ま
た
︑
立
三
品
で

も
︑
諸
行
往
生
の
主
張
は
見
ら
れ
な
い
︒
単
に
念
仏
や
諸
行
に
三
品
の
別
が
あ
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
廃
帰
で
は
︑
諸
行
を
廃
し
て
い
る

の
で
︑
当
然
︑
諸
行
往
生
の
主
張
は
し
て
い
な
い
︒
故
に
︑
こ
れ
ら
三
義
に
よ
っ

て
︑
な
ぜ
往
生
行
と
し
て
の
余
行

(
諸
行
往
生
)
を
説
か
な
い
の
か
と
い
う
疑
問

に
答
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
三
輩
の
三
義
で
は
︑
往
生
行
と
し
て

の
余
行

(
諸
行
往
生
)
を
主
張
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
︑
⑤
の
︑
な
ぜ
篇
目
で
余

行
を
法
然
は
捨
て
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
答
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

⑱
︒
こ
れ
ら
三
義
は
︑
一
向
念
仏
の
た
め
の
根
拠
で
あ
る
と
述
べ
︑
そ
の
三
義

を
廃
立
・
助
正
・
傍
正
に
変
換
し
て
い
る
︒
そ
れ
ら
廃
助
傍
の
三
義
を
示
す
こ
と

に
よ
り
︑
本
章
篇
目
の
内
容
が
い
え
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒

こ
の
⑱
で
は
︑
前
に
説
か
れ
て
い
た
廃
帰
・
助
成
念
仏
・
立
三
品
を
︑︿
廃
帰

↓
廃
立
﹀
︿
助
成
念
仏
↓
助
正
﹀
︿
立
三
品
↓
傍
正
﹀
と
変
換
し
て
い
る
︒

廃
帰
は
︑
釈
尊
が
諸
行
を
廃
せ
し
め
︑
念
仏
に
帰
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

こ
れ
は
︑
違
う
角
度
か
ら
見
れ
ば
︑
釈
尊
が
諸
行
を
廃
し
︑
念
仏
を
立
て
る
と
い

い
う
る
︒
故
に
︑︿
廃
帰
↓
廃
立
﹀
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

助
成
念
仏
は
︑
諸
行
に
よ
っ
て
念
仏
を
助
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
を

釈
尊
の
視
点
か
ら
眺
め
る
と
︑
釈
尊
が
諸
行
を
助
業
と
し
︑
念
仏
を
正
定
之
業
と

位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
︒
故
に
︑︿
助
成
念
仏
↓
助
正
﹀
が
成
立
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

立
三
品
は
︑
念
仏
と
諸
行
に
三
品
の
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
な
ら
ば
︑

念
仏
往
生
や
諸
行
往
生
の
事
態
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
た
だ
し
そ
の
認
め

方
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
︒
前
の
二
義
と
合
わ
せ
れ
ば
︑
念
仏
往
生
と
い
う
事
態

な
ら
︑
積
極
的
に
認
め
て
い
る
︒
故
に
︑﹁
正
﹂
(〝
一
次
的
に
︹
認
め
︺
位
置
づ

け
る
〟
)
と
い
い
う
る
︒
一
方
︑
前
の
二
義
と
合
わ
せ
れ
ば
︑
諸
行
往
生
と
い
う

事
態
な
ら
︑
消
極
的
に
認
め
て
い
る
︒
故
に
︑﹁
傍
﹂
(〝
副
次
的
に
︹
認
め
︺
位

置
づ
け
る
〟
)
と
い
い
う
る
︒
よ
っ
て
︑
︿
立
三
品
↓
傍
正
﹀
が
成
立
し
う
る(10

)︒

か
く
し
て
︑
廃
帰
・
助
成
念
仏
・
立
三
品
を
︑
廃
立
・
助
正
・
傍
正
に
変
換
で

き
る
の
で
あ
る
︒
廃
帰
な
ど
は
︑
な
ぜ
往
生
行
と
し
て
の
余
行
を
主
張
し
な
い
の

か
に
答
え
た
の
だ
が
︑
⑱
の
廃
立
な
ど
は
︑
な
ぜ
念
仏
の
み
を
説
く
の
か
と
い
う

疑
問
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
廃
助
傍
の
三
義
い
ず
れ
も
念
仏
を
主
張

し
て
い
る
︒

ま
た
⑱
で
は
︑
三
輩
の
三
義
は
︑
一
向
念
仏
の
根
拠
と
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
廃

立
で
は
︑
諸
行
を
廃
し
念
仏
の
み
を
立
て
る
の
で
︑
廃
立
は
一
向
念
仏
の
根
拠
と

な
る
︒
次
に
助
正
で
は
︑
諸
行
を
助
業
と
し
念
仏
の
み
正
定
之
業
と
す
る
︒
異
類

の
助
業
は
往
生
行
で
は
な
い
の
で
︑
往
生
行
と
し
て
は
念
仏
の
み
と
な
る
︒
よ
っ
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て
︑
助
正
も
一
向
念
仏
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
︒
最
後
に
傍
正
で
は
︑
諸
行
を
副

次
的
と
し
︑
念
仏
の
み
を
一
次
的
と
し
て
い
る
の
で
︑
こ
の
状
況
で
は
︑
念
仏
の

み
を
採
用
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
よ
っ
て
︑
傍
正
も
一
向
念
仏
の
根
拠
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
上
記
の
変
換
に
よ
り
︑
な
ぜ
念
仏
の
み
を
説
く
の
か
に
答
え
た
の
で

あ
る(11

)︒
か
く
し
て
︑
③
⑤
の
二
問
に
答
え
た
こ
と
に
な
り
︑
そ
し
て
︑
本
書
第
二
章
で

提
示
し
た
専
修
念
仏
に
対
し
︑
第
四
章
で
以
上
の
よ
う
な
専
修
念
仏
の
立
証
を

行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
本
書
第
四
章
の
三
輩
解
釈
文
に
お
い
て
︑
釈
尊
が
念
仏
を
主
張
し
勧
め

る
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
つ
ま
り
︑
本
書
第
三
章
で
は
︑

総
願
の
四
弘
誓
願
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
本
願
に
お
け
る
仏
の
念
仏
主
張
の

要
素
を
確
保
し
た

(
前
稿
2
の
四
〇
頁
上
～
下
参
照
)︒
第
四
章
で
は
︑
ど
う

な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

『
選
択
集
﹄
に
お
け
る
三
輩
文
の
主
語
は
︑﹃
無
量
寿
経
﹄
を
説
く
釈
尊
で
あ
る
︒

経
典
を
説
く
仏
は
︑
そ
の
経
典
に
応
じ
た
主
張
・
勧
め
を
そ
れ
ぞ
れ
行
う
の
が
通

常
で
あ
る
︒
﹃
無
量
寿
経
﹄
を
説
く
釈
尊
が
︑
三
輩
を
述
べ
る
故
︑
そ
の
三
輩
文

自
体
が
︑
釈
尊
の
主
張
内
容
と
い
え
る
︒
そ
し
て
そ
の
三
輩
文
を
解
釈
す
る
こ
と

に
よ
り
︑
専
修
念
仏
を
立
証
・
主
張
し
て
い
る
︒
故
に
︑
本
章
で
の
議
論
と
合
わ

せ
て
︑
三
輩
文
の
主
語
を
釈
尊
と
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
同
文
で
の
念
仏
の
主
張
・

勧
め
を
確
保
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

⑲
︒
三
義
の
う
ち
︑
ど
れ
が
最
上
・
最
下
な
の
か
わ
か
り
に
く
い
が
︑
善
導
の

意
に
よ
れ
ば
︑
第
一
の
廃
帰
・
廃
立
が
主
で
あ
る
と
す
る
︒
こ
の
⑲
の
議
論
は
︑

三
輩
に
は
三
義
も
あ
る
故
︑
ど
の
立
場
が
よ
い
か
迷
っ
て
し
ま
う
た
め
︑
一
応
︑

廃
帰
・
廃
立
が
主
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

⑳
～
㉓
︒
問
答
形
式
に
な
っ
て
い
る
︒
問
い
は
︑
三
輩
に
は
全
て
念
仏
が
あ
る

が
︑﹃
観
経
﹄
九
品
に
は
念
仏
は
下
品
に
し
か
な
い
︒
両
者
は
開
合
の
異
で
あ
る

は
ず
な
の
に
︑
な
ぜ
九
品
の
一
部
に
し
か
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の

答
え
に
二
義
が
あ
る
と
す
る
︒
一
つ
は
︑
ま
さ
に
三
輩
と
九
品
が
開
合
の
異
で
あ

る
の
で
︑
九
品
全
て
に
も
念
仏
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
︒﹃
往
生
要
集
﹄
を
典

拠
に
︑
そ
れ
を
示
し
て
い
る
︒
も
う
一
つ
は
︑﹃
観
経
﹄
の
付
属
の
文
か
ら
す
れ

ば
︑
九
品
の
行
は
た
だ
念
仏
に
帰
結
す
る
と
述
べ
る
︒
つ
ま
り
︑
付
属
の
文
か
ら
︑

九
品
行
の
代
表
・
結
論
が
念
仏
な
た
め
︑
そ
れ
を
修
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
往
生

行
者
の
九
品
の
位
全
て
に
念
仏
が
あ
る
は
ず
と
い
う
こ
と
を
暗
に
述
べ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
︒

⑳
～
㉓
の
問
答
を
配
置
し
た
目
的
を
考
え
る
︒
同
じ
極
楽
の
階
位
な
の
に
︑
も

し
三
輩
と
九
品
が
別
の
も
の
な
ら
ば
︑
整
合
し
に
く
く
な
る
︒
そ
こ
で
︑
三
輩
と

九
品
が
開
合
の
異
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
︑
こ
の
問
答
を
設
け
た
の
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
︒
本
章
で
は
三
輩
が
焦
点
で
あ
る
︒
ま
た
︑
第
十
二
章
で
は
九
品

も
大
き
な
要
素
で
あ
る
︒
三
輩
も
九
品
も
︑
本
書
で
大
き
く
取
り
あ
げ
ら
れ
る
た

め
︑
そ
の
両
者
の
整
合
性
を
確
保
し
て
お
こ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
⑦
に
お
い
て
︑
付
属
釈
文
に
な
ぞ
ら
え
て
三
輩
解
釈
文
を
展
開
し
て
い

る
︒
こ
の
際
︑
三
輩
と
九
品
が
同
じ
も
の
な
ら
ば
︑
十
分
︑
付
属
釈
文
に
な
ぞ
ら

え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
︒
つ
ま
り
︑
三
輩
と
九
品
は
同
じ
も
の
で
あ
り
︑
そ
の

本
書
の
解
釈
で
は
︑
同
じ
機
根
に
対
し
て
の
教
え
の
は
ず
な
た
め
︑
そ
こ
で
の
三

輩
と
九
品
の
行
の
釈
尊
の
意
図
も
同
じ
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
九
品
の

『選
択
集
﹄
の
教
理
構
造
基
礎
論

(三
)
(角
野
玄
樹
)
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文
に
対
す
る
釈
尊
の
意
図
は
︑
付
属
釈
文
に
お
け
る
一
向
専
修
念
仏
で
あ
る
︒
な

ら
ば
︑
九
品
と
同
じ
三
輩
で
も
︑
釈
尊
の
結
論
は
︑
一
向
専
修
念
仏
に
な
る
は
ず

で
あ
ろ
う
︒
以
上
の
よ
う
な
理
由
も
あ
り
︑
⑳
～
㉓
の
内
容
を
述
べ
る
の
で
あ
ろ

う
︒

第
五
章

『

選
択
集
﹄
第
五
章
の
教
理
構
造
基
礎
論

『
選
択
集
﹄
第
五
章
の
教
理
構
造
の
基
礎
的
議
論
を
し
て
い
く
︒
ま
ず
︑
前
稿

1
の
凡
例
に
従
っ
て
︑
同
書
第
五
章
の
段
落
の
指
摘
を
す
る
︒

(
資
料
16
)

①
念
仏
利
益
之
文

(
8
1
･
1
／
3
2
4
･
1
2
)

②
無
量
寿
経
下
云
～
具
足
無
上
功
徳

(
8
1
･
2～
4
／
3
2
4
･
1
3～
1
4
)

③
善
導
礼
讃
云
～
皆
当
得
生
彼

(
8
1
･
5～
6
／
3
2
4
･
1
5
)

④
私
問
曰
准
上
三
輩
文
～
讃
念
仏
功
徳
乎

(
8
1
･
7～
8
2
･
1
／
3
2
4
･
1
6
)

⑤
答
曰
聖
意
難
測
～
容
分
別
者
也

(
8
2
･
2～
7
／
3
2
4
･
1
6～
3
2
5
･
1
)

⑥
若
約
念
仏
分
別
三
輩
～
而
分
別
之

(
8
2
･
7～
8
3
･
2
／
3
2
5
･
1～
2
)

⑦
浅
深
者
～
理
当
上
々
是
也

(
8
3
･
2～
3
／
3
2
5
･
2
)

⑧
次
多
少
者
～
分
別
品
位
是
明
矣

(
8
3
･
3～
8
4
･
2
／
3
2
5
･
2～
5
)

⑨
今
此
言
一
念
者
～
是
指
上
一
念
也

(
8
4
･
2～
6
／
3
2
5
･
5～
7
)

⑩
此
大
利
者
～
修
有
上
小
利
余
行
乎

(
8
4
･
6～
8
5
･
7
／
3
2
5
･
7～
1
1
)

資
料
16
の
本
書
第
五
章
で
は
︑
﹃
無
量
寿
経
﹄
三
輩
行
の
中
の
︑
諸
行
の
小
利

有
上
功
徳
に
対
し
︑
念
仏
を
大
利
無
上
功
徳
と
︑
釈
尊
が
讃
嘆
す
る
と
い
う
内
容

で
あ
る
︒
以
下
に
︑
本
書
同
章
の
教
理
構
造
の
基
礎
論
を
行
う
︒

資
料
16
①
で
あ
る
︒
第
五
章
の
篇
目
で
あ
る
︒
同
書
の
主
題
を
提
示
す
る
︒

﹁
念
仏
利
益
﹂
の
利
益
と
は
︑
こ
の
場
合
︑
往
生
や
品
位
増
進
の
利
益
で
あ
ろ
う(
12
)︒

本
章
で
は
︑
念
仏
に
利
益
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
︑﹁
念
仏
利
益
之
文
﹂

と
題
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
換
言
す
れ
ば
︑﹁
念
仏
利
益
﹂
と
篇
目
で
記
す
こ

と
に
よ
り
︑
無
上
功
徳
と
は
︑
単
に
因
の
功
徳
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
︑
当
然
︑

実
際
の
往
生
や
品
位
増
進
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
を
前
提
に
し
て
︑
本
書
同
章
の
議
論
を
進
め
る
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
無
上
功
徳
が
︑
単
に
念
仏
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で

は
な
く
︑
果
報
と
し
て
の
利
益
ま
で
意
識
し
て
本
章
で
議
論
し
て
い
る
こ
と
を
表

明
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
念
仏
と
諸
行
の
対
比
で
︑
無
上
功
徳
や
有
上

功
徳
と
し
た
と
し
て
も
︑
利
益
︑
つ
ま
り
実
際
の
果
報
ま
で
が
明
確
に
意
識
さ
れ

な
い
と
︑
不
十
分
な
議
論
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
法
然
の
判
断
で
あ
ろ
う
︒
単

な
る
因
の
功
徳
に
留
ま
ら
ず
︑
果
報
と
し
て
の
利
益
で
あ
る
往
生
な
ど
も
︑
し
っ

か
り
と
提
示
し
切
る
こ
と
に
よ
り
︑
明
確
に
往
生
行
と
し
て
の
主
張
を
行
う
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑﹁
大
利
﹂
の
語
に
つ
い
て
︑
お
そ
ら
く
法
然
の
理
解
で
は
︑
往
生
の
み

の
利
益
を
示
し
て
お
り
︑
品
位
増
進
の
利
益
ま
で
は
含
ん
で
い
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

な
ぜ
な
ら
︑
法
然
は
︑
大
利
に
つ
い
て
︑
一
大
利
・
十
大
利
⁝
⁝
な
ど
と
は
表
現

し
な
い
の
で
︑
品
位
増
進
の
利
益
を
含
ん
で
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
︒
そ
の
た
め
︑
本
章
篇
目
で
は
︑
両
者

(往
生
と
品
位
増
進
の
利
益
)
の
意
味

を
含
ま
せ
て
﹁
念
仏
利
益
﹂
と
記
し
︑
念
仏
の
大
利
無
上
功
徳
に
︑
往
生
や
品
位

増
進
の
利
益
が
当
然
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
篇
目
に
お
い
て
﹁
念
仏
利
益
﹂
の
表
現
が
固
定
化
し
て
し
ま
う
と
︑

諸
行
の
利
益
に
言
及
し
に
く
い
状
況
と
な
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑﹁
念
仏
利
益
﹂
の
表

佛
教
大
学

仏
教
学
部
論
集

第
一
〇
三
号

(二
〇
一
九
年
三
月
)

二
九



現
の
意
図
は
︑
往
生
と
品
位
増
進
の
利
益
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は

実
は
諸
行
も
同
様
で
あ
る
︒
諸
行
も
積
も
り
積
も
れ
ば
往
生
や
品
位
増
進
の
利
益

が
得
ら
れ
る
の
で
︑
﹁
念
仏
利
益
﹂
の
表
現
を
固
定
化
す
る
と
︑
諸
行
も
同
じ
利

益
に
な
り
う
る
の
で
︑
諸
行
を
劣
っ
た
形
式
で
表
現
す
る
の
が
難
し
く
な
る
の
で

あ
る
︒

な
ら
ば
例
え
ば
篇
目
に
お
い
て
︑
念
仏
の
大
利
無
上
功
徳
を
表
現
す
れ
ば
︑
諸

行
の
小
利
有
上
功
徳
と
表
現
で
き
よ
う
が
︑
こ
こ
で
は
︑
上
記
の
理
由
か
ら
﹁
念

仏
利
益
﹂
と
篇
目
で
固
定
化
し
て
い
る
の
で
︑
諸
行
に
つ
い
て
は
言
及
し
に
く
い

の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
章
の
篇
目
で
は
︑
諸
行
と
の
対
比
表
現
は
せ
ず
︑

単
に
念
仏
側
の
み
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

資
料
16
②
③
︒
﹃
無
量
寿
経
﹄
大
利
無
上
功
徳
の
文
と
︑
そ
の
善
導
釈
文
を
引

用
し
て
い
る
︒
主
題
に
関
わ
る
引
用
文
を
提
示
す
る
の
は
︑
本
書
の
常
套
で
あ
る
︒

④
⑤
︒
問
答
形
式
に
な
っ
て
い
る
︒
問
い
は
︑
三
輩
の
諸
行
に
も
功
徳
が
あ
る

の
に
︑
な
ぜ
念
仏
の
功
徳
の
み
︑
こ
の
﹃
無
量
寿
経
﹄
大
利
無
上
功
徳
文
で
讃
嘆

す
る
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
る(13

)︒
そ
の
解
答
と
し
て
︑
善
導
教
学
を
前
提
と
す
れ

ば
︑
釈
尊
の
意
図
は
︑
ま
っ
す
ぐ
念
仏
を
説
こ
う
と
し
︑
機
根
に
応
じ
て
諸
行
を

説
き
︑
三
輩
の
区
別
を
す
る
︒
そ
の
三
輩
の
諸
行
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
﹃
無
量
寿

経
﹄
大
利
無
上
功
徳
文
で
捨
て
ら
れ
︑
念
仏
一
行
に
つ
い
て
選
ん
で
讃
嘆
し
て
い

る
と
述
べ
て
い
る
︒

こ
の
④
の
問
い
で
︑
三
輩
文
と
大
利
無
上
功
徳
文
を
連
結
す
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑

選
び
の
場
と
し
て
︑
三
輩
文
が
設
置
さ
れ
︑
念
仏
・
諸
行
の
選
び
が
可
能
と
な
る
︒

そ
し
て
︑
そ
の
選
び
の
結
論
の
場
と
し
て
︑
大
利
無
上
功
徳
文
が
設
置
さ
れ
︑
念

仏
一
行
が
導
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
④
か
ら
⑤
の
流
れ
を
要
約
す
れ
ば
︑
お
お
よ

そ
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る(
14
)︒

そ
し
て
︑
こ
の
構
図
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
本
書
第
二
章
で
提
示
さ
れ
た

善
導
の
専
修
念
仏
を
立
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
選
び
の
場
で
︑
三

輩
の
往
生
行
の
う
ち
︑
念
仏
と
諸
行
を
比
較
し
︑
そ
の
上
で
諸
行
を
捨
て
︑
念
仏

一
行
を
結
論
と
し
て
い
る
の
で
︑
諸
行
が
排
除
さ
れ
た
専
修
念
仏
を
導
出
で
き
て

い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
︒
逆
に
︑
選
び
の
場
が
な
く
︑
単
に
念
仏
の
讃

嘆
・
主
張
の
み
だ
と
︑
諸
行
の
排
除
の
要
素
が
な
い
た
め
︑
必
然
的
に
は
専
修
念

仏
を
導
出
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
公
平
な
選
び
を
選
び
の
場
で
行
う
こ
と

に
よ
り
︑
専
修
念
仏
の
導
出
を
正
当
な
も
の
に
す
る
は
た
ら
き
が
︑
選
び
の
場
に

は
あ
る
の
で
あ
る
︒
故
に
こ
こ
で
は
︑
選
び
の
場
の
三
輩
は
必
要
で
あ
り
︑
そ
れ

に
よ
り
︑
専
修
念
仏
を
立
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
⑤
の
中
で
︑
釈
尊
の
意
図
は
ま
っ
す
ぐ
に
念
仏
を
説
く
も
の
で
あ

る
と
い
う
要
素
が
あ
る
が
︑
こ
れ
は
︑
後
の
⑩
で
の
︑
諸
行
の
小
利
有
上
功
徳
を

立
証
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
要
素
で
あ
る
︒
詳
し
く
は
⑩
の
検
討
で
述
べ
た
い
︒

⑥
︒
も
し
念
仏
に
つ
い
て
三
輩
に
分
別
す
る
と
こ
ろ
︑
二
つ
の
意
図
が
あ
る
と

す
る
︒
一
つ
は
観
念
の
浅
深
に
よ
る
分
別
︑
二
つ
は
念
仏
の
多
少
に
よ
る
分
別
と

述
べ
る
︒

⑥
～
⑧
で
は
︑
念
仏
の
三
輩
の
区
別
の
基
準
に
つ
い
て
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い

る
︒
そ
れ
に
先
だ
っ
て
︑
こ
の
⑥
で
は
︑
観
念
浅
深
と
念
仏
多
少
と
い
う
三
輩
の

区
別
の
基
準
が
二
種
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
⑦
⑧
の
議
論
の
道
筋
を
つ
け
て
い
る
︒

⑦
︒
観
念
浅
深
に
つ
い
て
︑
第
四
章
で
引
用
し
て
い
た
﹃
往
生
要
集
﹄
の
文

(資
料
15
㉒
)
を
あ
げ
︑
典
拠
と
し
て
い
る
︒
⑥
～
⑧
の
肝
要
は
︑
⑧
の
念
仏
多

少
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
な
ら
ば
な
ぜ
こ
の
観
念
浅
深
を
わ
ざ
わ
ざ
あ
げ
る

『選
択
集
﹄
の
教
理
構
造
基
礎
論

(三
)
(角
野
玄
樹
)

三
〇



の
か
︑
不
明
瞭
で
あ
る
︒
法
然
に
と
っ
て
︑
観
念
の
念
仏
は
二
の
次
の
行
な
の
で
︑

な
ぜ
取
り
あ
げ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
の
解
答
は
︑

拙
稿
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
︑
そ
ち
ら
に
譲
る(15

)︒

⑧
︒
念
仏
多
少
に
つ
い
て
︑
下
輩
で
は
十
念
か
ら
一
念
の
念
仏
の
数
で
あ
る
が
︑

上
輩
・
中
輩
で
は
そ
れ
以
上
の
数
の
念
仏
で
あ
る
と
す
る
︒﹃
観
念
法
門
﹄
を
引

き
︑
三
万
以
上
の
念
仏
は
上
輩
で
あ
る
と
し
︑
三
万
未
満
は
上
輩
よ
り
低
い
品
位

と
す
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
三
輩
の
念
仏
の
区
分
の
基
準
と
し
て
︑
主
に
念
仏
多
少
を
置
く
︒

観
念
浅
深
は
︑
法
然
の
主
張
す
る
念
仏
で
は
な
い
の
で
︑
主
な
基
準
と
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
︒
念
仏
の
数
の
多
少
に
よ
っ
て
︑
上
輩
・
中
輩
・
下
輩
の
念
仏
の
区
分

が
な
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒

で
は
︑
こ
の
⑧
の
念
仏
多
少
を
配
置
し
て
︑
ど
の
よ
う
な
狙
い
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
︒
そ
れ
は
︑
⑨
⑩
の
議
論
の
際
に
示
し
た
い
︒

⑨
⑩
︒
⑨
で
は
︑
大
利
無
上
功
徳
文
に
記
さ
れ
て
い
る
﹁
一
念
﹂
は
︑
願
成
就

文
や
下
輩
文
の
﹁
一
念
﹂
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
し
︑
願
成
就
文
や
下
輩
文
で
は
︑

大
利
無
上
功
徳
を
記
さ
な
い
が
︑
こ
こ
で
一
念
を
大
利
無
上
功
徳
と
説
き
︑
願
成

就
文
や
下
輩
文
の
一
念
も
︑
同
じ
大
利
無
上
功
徳
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

更
に
⑩
に
お
い
て
︑
大
利
は
小
利
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
︑
諸
行
を
小
利
と
し
︑

乃
至
一
念
を
大
利
と
す
る
︒
無
上
功
徳
も
有
上
功
徳
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
︑
余

行
を
有
上
と
し
︑
念
仏
を
無
上
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
一
念
を
一
無
上
︑
十
念
を
十

無
上
︑
百
念
を
百
無
上
⁝
⁝
な
ど
と
︑
念
仏
の
数
が
増
え
る
ご
と
に
︑
無
上
功
徳

の
数
も
増
え
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
無
上
大
利
の
念
仏

を
廃
し
て
有
上
小
利
の
余
行
を
修
行
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒

⑨
⑩
の
狙
い
の
一
つ
は
︑
一
念
だ
け
で
は
な
く
︑
数
の
多
い
念
仏
で
も
大
利
無

上
功
徳
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
無
量
寿
経
﹄

大
利
無
上
功
徳
文
で
は
︑﹁
一
念
﹂
の
念
仏
に
よ
っ
て
大
利
無
上
功
徳
が
得
ら
れ

る
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
ま
ま
だ
と
︑
特
別
の
一
念
だ
か
ら
こ
そ
︑
大
利
無
上

功
徳
で
あ
り
︑
十
念
や
百
念
以
上
の
通
常
の
念
仏
は
大
利
無
上
功
徳
で
は
な
い
︑

と
い
う
批
判
の
余
地
を
残
す
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
で
そ
の
余
地
を
排
除
す
る
た
め
︑

一
念
で
も
十
念
で
も
百
念
で
も
︑
と
に
か
く
念
仏
な
ら
ば
︑
大
利
無
上
功
徳
で
あ

る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
︑
⑨
⑩
の
議
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
︒

つ
ま
り
前
の
⑧
に
お
い
て
︑
一
念
の
数
の
念
仏
は
下
輩
の
も
の
だ
と
す
る
︒
更

に
⑨
に
お
い
て
︑
願
成
就
文
や
下
輩
文
の
念
仏
は
︑
大
利
無
上
功
徳
文
と
同
じ
念

仏
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
同
じ
﹁
一
念
﹂
と
い
う
表
記
故
︑
そ
の
よ
う
に

い
え
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
そ
れ
ら
⑧
⑨
に
よ
り
︑
最
下
位
の
下
輩
の
一
念
は
︑
大

利
無
上
功
徳
と
な
る
︒
故
に
︑
そ
れ
よ
り
上
位
の
上
輩
・
中
輩
の
多
念
の
念
仏
も
︑

⑧
の
念
仏
多
少
の
要
素
に
よ
っ
て
︑
当
然
︑
大
利
無
上
功
徳
と
な
る
の
で
あ
る
︒

前
に
お
い
て
︑
⑧
を
配
置
す
る
狙
い
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
提
起
を
し
た
が
︑

こ
う
し
て
︑
⑧
の
念
仏
多
少
の
内
容

(念
仏
の
数
が
増
え
る
ご
と
に
品
位
が
増
進

す
る
と
い
う
内
容
)
も
貢
献
し
て
︑
一
念
の
念
仏
だ
け
で
は
な
く
︑
三
輩
の
品
位

全
て
の
念
仏
が
︑
大
利
無
上
功
徳
で
あ
る
と
讃
嘆
し
主
張
す
る
わ
け
で
あ
る
︒
つ

ま
り
︑﹃
無
量
寿
経
﹄
大
利
無
上
功
徳
文
の
一
念
は
︑
特
別
の
一
念
故
︑
大
利
無

上
功
徳
で
あ
る
と
い
う
理
解
の
可
能
性
も
あ
る
︒
そ
こ
で
そ
の
可
能
性
を
打
ち
消

す
た
め
︑
十
念
で
も
百
念
で
も
︑
と
に
か
く
念
仏
な
ら
ば
︑
大
利
無
上
功
徳
で
あ

る
こ
と
を
示
す
た
め
︑
⑧
の
念
仏
多
少
の
内
容
を
配
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ

の
⑧
の
内
容
が
あ
れ
ば
︑﹃
無
量
寿
経
﹄
大
利
無
上
功
徳
文
の
一
念
は
特
別
な
も
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の
で
は
な
く
︑
単
な
る
一
念
と
な
り
︑
数
が
増
え
る
ご
と
に
功
徳
も
増
え
る
こ
と

に
な
る
︒
そ
し
て
︑
ど
の
よ
う
な
数
の
念
仏
で
も
︑
大
利
無
上
功
徳
と
な
る
の
で

あ
る
︒

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
⑤
以
降
で
は
︑
三
輩
の
念
仏
と
連
結
し
︑
そ
れ
ら
三
輩
の

念
仏
が
大
利
無
上
功
徳
で
あ
り
︑
三
輩
の
余
行
が
小
利
有
上
功
徳
で
あ
る
の
で
︑

こ
こ
で
の
﹃
無
量
寿
経
﹄
大
利
無
上
功
徳
文
に
お
い
て
︑
念
仏
の
み
を
讃
嘆
し
て

い
る
と
し
︑
④
の
問
い

(
三
輩
で
は
余
行
の
功
徳
も
説
く
の
に
︑
な
ぜ
念
仏
の
功

徳
の
み
讃
嘆
す
る
の
か
)
に
答
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

か
く
し
て
︑
三
輩
に
は
念
仏
や
余
行
の
功
徳
が
説
か
れ
て
い
る
が
︑
釈
尊
の
意

図
す
る
と
こ
ろ
は
︑
上
輩
・
中
輩
・
下
輩
の
い
ず
れ
の
念
仏
で
も
︑
大
利
無
上
功

徳
と
讃
嘆
し
て
い
る
の
で
︑
念
仏
主
張
の
意
図
が
あ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒
そ
う
し
て
︑
暗
に
︑
専
修
念
仏
を
立
証
・
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
れ
が
本
書
第
五
章
で
い
い
た
い
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
⑩
で
は
︑
諸
行
は
小
利
有
上
功
徳
で
あ
る
と
す
る
︒
し
か
し
︑
そ

の
よ
う
な
明
示
は
︑
﹃
無
量
寿
経
﹄
に
は
な
い
︒
ま
た
︑
諸
行
往
生
も
三
輩
で
は

説
く
故
︑
諸
行
も
大
利
無
上
功
徳
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
︒
必
然
的
に
諸
行
を
小

利
有
上
功
徳
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
を
い

か
に
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
︒

⑤
に
お
い
て
︑
﹁
夫
仏
意
正
直
雖
欲
説
唯
念
仏
之
行
随
機
一
往
説
菩
提
心
等
諸

行
﹂
と
あ
る
︒
〝
仏
の
意
図
は
︑
ま
っ
す
ぐ
に
念
仏
の
行
を
説
こ
う
と
し
て
い
る

け
れ
ど
も
︑
ひ
と
ま
ず
機
根
に
配
慮
し
て
諸
行
を
説
く
〟
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

⑤
の
議
論
で
︑
こ
の
文
の
要
素
に
つ
い
て
後
論
す
る
と
し
て
い
た
が
︑
こ
の
文
を

足
が
か
り
に
す
れ
ば
︑
諸
行
の
小
利
有
上
功
徳
を
導
出
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
︑
諸

行
は
機
根
に
配
慮
し
て
説
か
れ
て
い
て
︑
主
張
し
た
い
の
は
念
仏
で
あ
り
︑
そ
れ

は
こ
の
﹃
無
量
寿
経
﹄
大
利
無
上
功
徳
文
で
の
意
図
で
あ
る
︒
故
に
︑﹃
無
量
寿

経
﹄
大
利
無
上
功
徳
文
の
主
張
し
た
い
も
の
は
︑
あ
く
ま
で
念
仏
の
み
な
の
で
︑

念
仏
の
み
が
大
利
無
上
功
徳
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒
諸
行
で
は
な
く
念
仏
の
み
を

主
張
し
た
い
た
め
︑
そ
の
念
仏
を
大
利
無
上
功
徳
と
讃
嘆
す
る
以
上
︑
大
利
無
上

功
徳
な
の
は
念
仏
の
み
の
は
ず
な
の
で
あ
る
︒
も
し
︑
諸
行
も
大
利
無
上
功
徳
と

讃
嘆
す
る
可
能
性
が
残
る
な
ら
ば
︑
こ
こ
で
の
念
仏
の
み
の
主
張
の
解
釈
が
成
り

立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
し
か
し
︑﹃
無
量
寿
経
﹄
大
利
無
上
功
徳
文
を
見
れ

ば
︑
念
仏
の
み
の
主
張
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
穏
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
︒
し
た

が
っ
て
︑
諸
行
は
︑
大
利
無
上
功
徳
に
対
す
る
小
利
有
上
功
徳
に
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑
諸
行
の
小
利
有
上
功
徳
を
立
証
し
て
い
る
の
で
あ

る
︒し

か
し
︑
上
記
の
問
題
に
お
い
て
は
︑
三
輩
で
は
諸
行
往
生
も
説
く
の
で
︑
諸

行
も
大
利
無
上
功
徳
な
の
で
は
︑
と
い
う
こ
と
も
含
ん
で
い
る
︒
こ
れ
を
ど
う
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
︒

『無
量
寿
経
﹄
大
利
無
上
功
徳
文
解
釈
で
法
然
が
い
い
た
い
こ
と
は
︑
念
仏
と

諸
行
の
比
較
で
あ
り
︑
そ
の
比
較
の
際
︑
あ
る
程
度
環
境
の
整
っ
た
も
の
で
な
い

と
い
け
な
い
︒
例
え
ば
︑
念
仏
の
数
が
多
量
に
あ
り
︑
一
方
︑
諸
行
の
分
量
が
少

な
い
よ
う
で
は
︑
環
境
の
整
っ
た
比
較
と
は
い
え
ず
︑
不
公
平
な
比
較
と
な
っ
て

し
ま
う
︒
し
か
し
︑
大
利
無
上
功
徳
文
の
念
仏
と
は
︑
一
念
で
あ
り
︑
念
仏
の
数

の
最
少
で
あ
る
︒
な
ら
ば
︑
比
較
す
る
諸
行
も
最
少
の
分
量
の
行
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
︒
そ
の
最
少
の
分
量
の
諸
行
が
小
利
有
上
功
徳
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

そ
し
て
︑
そ
の
小
利
有
上
功
徳
が
積
も
り
積
も
れ
ば
︑
や
が
て
大
利
無
上
功
徳
と

『選
択
集
﹄
の
教
理
構
造
基
礎
論

(三
)
(角
野
玄
樹
)

三
二



な
り
︑
諸
行
往
生
が
可
能
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
︑
上

記
の
問
題
を
解
消
で
き
る
だ
ろ
う

な
お
︑
本
書
第
五
章
に
お
い
て
︑
仏
の
念
仏
の
主
張
・
勧
め
の
要
素
を
ど
こ
で

確
保
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
︒

『
無
量
寿
経
﹄
大
利
無
上
功
徳
文
の
主
語
は
︑
同
経
を
説
く
釈
尊
で
あ
る
︒
経

典
の
﹃
無
量
寿
経
﹄
を
説
く
釈
尊
が
主
語
で
あ
り
︑
か
つ
︑
同
経
大
利
無
上
功
徳

文
で
念
仏
を
強
調
し
て
い
る
故
︑
大
利
無
上
功
徳
文
の
念
仏
主
張
の
要
素
を
確
保

で
き
て
い
る(16

)︒

〔

注
︺

(1
)

本
稿
は
︑﹁﹃
選
択
集
﹄
の
教
理
構
造
基
礎
論

(一
)
︱
︱
第
一
章
・
第
二
章

︱
︱
﹂
(﹃
佛
教
大
学
仏
教
学
部
論
集
﹄
一
〇
一
︑
平
成
二
十
九
年
三
月
︒
以
下
︑

前
稿
1
と
略
称
︒
)・﹁﹃
選
択
集
﹄
の
教
理
構
造
基
礎
論

(二
)
︱
︱
第
三
章

︱
︱
﹂
(﹃
佛
教
大
学
仏
教
学
部
論
集
﹄
一
〇
二
︑
平
成
三
十
年
三
月
︒
以
下
︑
前

稿
2
と
略
称
︒
)
の
続
篇
で
あ
る
︒
本
稿
を
含
む
一
連
の
拙
稿
の
方
針
や
目
的
な
ど

は
︑
前
稿
1
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

(2
)

一
見
す
る
と
︑
専
修
念
仏
と
い
う
こ
と
は
余
行
の
排
除
を
含
む
の
で
︑
そ
れ
に

よ
り
篇
目
で
余
行
を
捨
て
る
根
拠
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑
そ

れ
で
も
な
お
︑
三
輩
に
諸
行
往
生
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
な
ぜ
篇
目
で
余
行
を

捨
て
る
の
か
と
い
う
問
い
は
残
る
︒
そ
の
問
い
に
答
え
た
の
が
︑
⑥
以
降
の
議
論

で
あ
る
︒

(3
)

『選
択
集
﹄
の
廃
帰
を
使
役
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て

は
︑
本
庄
良
文
﹁﹃
選
択
集
﹄
に
お
け
る
﹁
廃
立
﹂
の
意
味

︱
︱
服
部
英
淳
訳
の

顕
彰
︱
︱
﹂
(﹃
浄
土
宗
学
研
究
﹄
三
一
︑
平
成
十
八
年
三
月
)
な
ど
を
参
考
に
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
︒

(4
)

選
択
本
願
念
仏
説
で
は
︑
往
生
行
を
前
提
と
し
︑
結
論
を
専
修
念
仏
と
す
る
︒

ま
た
︑
第
十
九
願
・
第
二
十
願
で
は
︑
諸
行
を
前
提
と
し
︑
結
論
を
来
迎
や
往
生

と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
往
生
行
を
前
提
と
し
た
場
合
︑

本
願
で
は
︑
念
仏
の
み
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
詳
し
く
は
︑

前
稿
2
の
三
四
頁
下
～
三
八
頁
上
参
照
︒

(5
)

厳
密
に
は
︑
廃
帰
の
廃
は
使
役
な
の
で
︑
こ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
︒
使

役
が
い
か
に
し
て
導
か
れ
る
か
に
つ
い
て
は
後
論
す
る
︒

(6
)

『浄
全
﹄
第
二
巻
七
一
頁
下
参
照
︒

(7
)

専
修
念
仏
は
︑
諸
行
を
含
ま
な
い
の
で
︑
諸
行
の
廃
が
導
か
れ
る
︒

な
お
︑
こ
こ
で
は
︑
廃
の
代
わ
り
に
﹁
捨
﹂
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
な
ぜ
な

ら
︑
捨
て
る
と
い
う
積
極
的
な
行
為
は
︑
こ
こ
で
の
専
修
念
仏
導
出
の
中
に
は
明

記
さ
れ
て
い
な
い
︒
例
え
ば
︑
選
択
説
に
お
け
る
選
捨
の
よ
う
な
内
容
は
︑
こ
こ

に
は
存
在
し
な
い
︒

た
だ
し
︑
本
書
第
四
章
の
資
料
15
⑤
に
は
︑﹁
何
棄
余
行
﹂
と
﹁
棄
﹂
の
文
字
が

あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
⑤
の
﹁
棄
﹂
は
︑
直
接
に
は
︑
釈
尊
や
仏
が
棄
て
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
︒
法
然
が
同
章
の
篇
目
で
棄
て
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ

し
て
︑
こ
れ
は
疑
問
文
の
中
の
﹁
棄
﹂
で
あ
り
︑
立
証
の
過
程
の
も
の
で
は
な
い
︒

立
証
は
︑
そ
れ
以
降
の
廃
帰
の
議
論
で
あ
る
︒
そ
の
廃
帰
の
議
論
に
は
︑
捨
や
棄

に
該
当
す
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
︒

廃
帰
の
導
出
過
程
に
捨
・
棄
に
該
当
す
る
も
の
は
な
い
が
︑
諸
行
を
主
張
し
て

い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
︑﹁
帰
﹂
と
の
文
脈
に
よ
り
︑﹁
廃
﹂
(〝
帰
さ
せ
る
こ
と

を
や
め
る
〟
)
の
よ
う
に
な
る
︒
す
な
わ
ち
︑
積
極
的
に
捨

(棄
)
て
る
の
で
は
な

く
︑
単
に
〝
や
め
る
〟
と
な
る
の
で
あ
る
︒

ち
な
み
に
︑
廃
帰
の
廃
は
使
役
な
の
で
︑
〝
や
め
る
〟
で
な
く
︑
〝
や
め
さ
せ
る
〟

に
す
べ
き
で
は
と
い
う
意
見
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
も
し
〝
帰
す
る

こ
と
を
や
め
さ
せ
る
〟
と
訳
し
て
し
ま
う
と
︑
帰
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
意
味
に

理
解
さ
れ
か
ね
な
い
︒
つ
ま
り
︑
廃
帰
の
廃
に
は
禁
止
の
意
味
は
な
い
︒
な
ぜ
な

ら
︑
こ
こ
で
の
釈
尊
の
廃
の
行
動
は
︑
積
極
的
に
何
か
を
行
動
す
る
も
の
で
は
な

く
︑
〝
や
め
る
〟
と
い
う
消
極
的
行
為
な
の
で
あ
る
︒
禁
止
と
解
釈
し
て
し
ま
う
と
︑

釈
尊
の
積
極
的
行
動
と
な
っ
て
し
ま
う
た
め
︑
〝
帰
す
る
こ
と
を
や
め
さ
せ
る
〟
で

は
︑
誤
解
が
生
じ
て
し
ま
う
︒
む
し
ろ
︑
釈
尊
の
消
極
的
行
為
の
廃
な
の
で
︑
〝
帰

佛
教
大
学

仏
教
学
部
論
集

第
一
〇
三
号

(二
〇
一
九
年
三
月
)
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さ
せ
る
こ
と
を
や
め
る
〟
の
ほ
う
が
︑
誤
解
を
軽
減
で
き
る
と
考
え
る
︒

(8
)

廃
用
の
用
と
は
︑
念
仏
を
用
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
廃
と
は
︑

用
い
る
こ
と
を
や
め
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
廃
用
と
︑
の
ち
に
出
る
廃
立
の
両
者
の
相
違
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒

お
そ
ら
く
︑
用
と
は
︑
〝
用
い
る
〟
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
示
し
た
い
か
ら
そ
の
よ

う
に
表
現
し
︑﹁
立
﹂
と
は
︑
〝
立
て
る
〟
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
示
し
た
い
か
ら

そ
の
よ
う
に
表
現
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
こ
で
﹁
用
﹂
と
す
る
の
は
︑

釈
尊
が
念
仏
を
〝
用
い
る
〟
〝
採
用
し
て
い
る
〟
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
示
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
先
雖
説
余
行
後
云
一
向
専
念
﹂
と
あ
る
の

で
︑
余
行
で
は
な
く
︑
念
仏
を
〝
採
用
し
て
い
る
〟
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
示
し

た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
の
ち
に
出
る
﹁
立
﹂
は
︑
釈
尊
が
念
仏
の
教

え
を
〝
立
て
る
〟
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

(9
)

『往
生
要
集
﹄
の
二
文
の
引
用
の
う
ち
︑
ま
ず
念
仏
の
三
品
の
引
用
文
で
は
︑

﹁
双
巻
経
三
輩
之
業
雖
有
浅
深
然
通
皆
云
一
向
専
念
無
量
寿
仏
﹂
と
︑
三
輩
共
通
し

て
一
向
専
念
無
量
寿
仏
と
い
っ
て
い
る
と
述
べ
て
お
り
︑
こ
れ
に
よ
り
︑﹁
念
仏

門
﹂︑
つ
ま
り
︑
〝
念
仏
の
み
で
も
往
生
で
き
る
教
え
〟
を
確
保
し
て
い
る
︒
そ
し

て
同
文
で
は
︑
そ
の
念
仏
に
三
輩
の
浅
深
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
︑
こ
の
引
用
文

か
ら
︑
念
仏
門
に
三
品
の
区
別
を
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒

次
に
︑
諸
行
の
三
品
の
引
用
文
で
は
︑﹁
双
巻
経
三
輩
亦
不
出
此
﹂
と
︑
〝﹃
無
量

寿
経
﹄
の
三
輩
も
同
様
で
あ
る
〟
と
述
べ
る
だ
け
で
︑
意
図
を
つ
か
み
に
く
い
が
︑

﹃
往
生
要
集
﹄
の
当
該
文
の
前
に
は
︑﹃
観
経
﹄
九
品
の
諸
行
往
生
が
説
か
れ
て
お

り
︑
そ
れ
を
承
け
た
文
が
︑
こ
の
引
用
文
な
の
で
あ
る
︒
故
に
︑
こ
の
引
用
文
と

そ
の
﹃
往
生
要
集
﹄
の
前
の
文
に
よ
り
︑﹁
諸
行
門
﹂︑
つ
ま
り
︑
〝
諸
行
に
よ
っ
て

往
生
で
き
る
教
え
〟
を
確
保
し
つ
つ
︑
諸
行
往
生
に
三
品
の
区
別
が
あ
る
こ
と
を

立
証
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
﹃
往
生
要
集
﹄
の
二
つ
の
引
用
文
の
は

た
ら
き
は
︑
お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

(10
)

拙
稿
﹁
法
然
に
お
け
る
﹁
傍
﹂
の
語
義
に
つ
い
て
の
一
考
察

︱
︱
特
に
﹃
選

択
集
﹄
第
四
章
の
傍
正
義
に
関
し
て
︱
︱
﹂
(﹃
仏
教
文
化
研
究
﹄
五
四
︑
平
成
二

十
二
年
三
月
)
三
二
頁
下
～
三
五
頁
上
参
照
︒

(11
)

④
の
﹃
観
念
法
門
﹄
の
引
用
で
︑
な
ぜ
念
仏
の
み
を
説
く
の
か
に
は
答
え
ら
れ

て
い
る
が
︑
こ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
と
い
う
の
も
︑
第

二
章
の
善
導
の
専
修
念
仏
の
提
示
に
対
し
て
︑
そ
れ
を
立
証
す
る
の
が
第
四
章
の

主
題
で
あ
り
︑
そ
の
善
導
の
専
修
念
仏
の
立
証
を
︑
部
分
的
で
は
あ
る
が
︑
善
導

の
文

(﹃
観
念
法
門
﹄
の
文
)
の
み
で
行
う
の
は
︑
循
環
論
法
と
な
り
か
ね
な
い
︒

そ
こ
で
︑﹃
無
量
寿
経
﹄
三
輩
文
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
専
修
念
仏
を
立
証

し
︑
循
環
論
法
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

(12
)

資
料
16
③
の
善
導
の
釈
文
に
お
い
て
︑
大
利
無
上
功
徳
を
︑﹁
皆
当
得
生
彼
﹂
と

表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
無
上
功
徳
に
は
︑
少
な
く
と
も
往
生
の
因
の
功
徳
が

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

ま
た
︑
資
料
16
⑧
に
お
い
て
︑
三
輩
の
区
別
の
基
準
と
し
て
念
仏
多
少
を
説
き
︑

資
料
16
⑩
に
お
い
て
︑
そ
の
念
仏
の
数
が
増
え
る
ご
と
に
︑
一
無
上
︑
十
無
上
︑

百
無
上
⁝
⁝
と
無
上
の
数
も
増
え
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
︒
こ
れ
ら
に
よ
り
︑
念

仏
の
数
が
増
え
る
ご
と
に
品
位
も
増
進
し
︑
無
上
の
数
も
増
え
て
い
る
の
で
︑
無

上
功
徳
の
中
に
は
︑
品
位
増
進
の
因
の
功
徳
も
存
す
る
こ
と
に
な
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
無
上
功
徳
に
は
︑
往
生
の
因
の
功
徳
と
品
位
増
進
の
因
の
功
徳

が
存
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
︒

ま
た
後
述

(本
文
)
の
よ
う
に
︑
大
利
で
は
︑
一
大
利
・
十
大
利
⁝
⁝
の
表
現

は
な
い
の
で
︑
品
位
増
進
の
利
益
は
含
ま
な
い
︒
故
に
単
に
往
生
の
大
利
︑
つ
ま

り
︑
往
生
の
み
の
利
益
で
あ
ろ
う
︒

(13
)

前
稿
2
の
註

(3
)
で
は
︑
本
書
第
三
章
と
第
七
章
の
﹁
摂
取
﹂
と
い
う
語
に

着
目
し
︑
文
脈
に
よ
っ
て
意
味
が
変
化
す
る
こ
と
を
説
明
し
た
︒
本
章
で
は
︑﹁
功

徳
﹂
と
い
う
語
が
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
る
が
︑
こ
の
功
徳
も
︑
文
脈
に
よ
っ

て
意
味
が
変
化
す
る
︒
そ
の
こ
と
に
関
し
て
︑
こ
こ
で
検
討
し
て
み
よ
う
︒

｢功
徳
﹂
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
︑
例
え
ば
﹃
岩
波
仏
教
辞
典

第
二
版
﹄
で
は
︑

﹁
善
行
に
備
わ
っ
た
善
い
性
質
︑
そ
の
よ
う
な
善
い
性
質
を
も
つ
善
行

(造
像
・
起

塔
・
写
経
な
ど
)
そ
の
も
の
︑
善
行
を
な
す
こ
と
に
よ
り
人
に
備
わ
っ
た
徳
性
︑

さ
ら
に
ま
た
善
行
の
結
果
と
し
て
報
わ
れ
た
果
報
や
利
益
の
意
︒﹂
と
あ
る
︒
功
徳

の
意
味
と
し
て
お
お
よ
そ
は
上
記
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
漢
語
の
仏
教
語

の
﹁
功
徳
﹂
は
︑
こ
れ
ら
を
ま
と
め
れ
ば
︑
〝︹
利
福
の
︺
徳
性
〟
を
基
本
の
意
味

と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
場
合
の
〝︹
利
福
の
︺
徳
性
〟

『選
択
集
﹄
の
教
理
構
造
基
礎
論

(三
)
(角
野
玄
樹
)

三
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と
は
︑
〝
利
福
と
い
う
徳
性
〟
で
も
あ
り
︑
〝
利
福
へ
と
繋
が
る
徳
性
〟
や
︑
あ
る

い
は
単
に
〝
徳
性
〟
も
意
味
す
る
︒

さ
て
︑﹃
選
択
集
﹄
に
お
い
て
︑
功
徳
の
語
は
何
例
か
あ
る
︒
例
え
ば
︑
第
三
章

に
﹁
四
智
三
身
十
力
四
無
畏
等
一
切
内
証
功
徳
相
好
光
明
説
法
利
生
等
一
切
外
用

功
徳
﹂
な
ど
の
表
現
が
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
功
徳
の
意
味
は
︑
上
記
の
辞
典
の

意
味
な
ら
︑
〝
善
行
を
な
す
こ
と
に
よ
り
人
に
備
わ
っ
た
徳
性
〟
で
あ
っ
て
︑
〝
仏

の
有
す
る
善
い
能
力
・
善
い
性
質
〟
を
意
味
し
よ
う
︒
こ
れ
ら
の
功
徳
の
語
に
つ

い
て
︑
基
本
の
意
味
〝︹
利
福
の
︺
徳
性
〟
に
対
し
︑
阿
弥
陀
仏
の
四
智
・
三
身
・

十
力
・
四
無
畏
・
相
好
・
光
明
・
説
法
・
利
生
と
い
う
要
素
が
関
わ
る
の
で
︑
そ

の
文
脈
か
ら
︑
〝
仏
の
有
す
る
徳
性
〟
〝
仏
の
有
す
る
善
い
能
力
・
善
い
性
質
〟
と

い
う
意
味
に
変
容
し
よ
う
︒

ま
た
︑
本
書
第
四
章
で
は
︑﹃
無
量
寿
経
﹄
三
輩
文
の
引
用
で
︑﹁
修
諸
功
徳
﹂

と
い
う
表
現
が
出
る
︒
こ
の
功
徳
の
語
に
つ
い
て
︑
基
本
の
意
味
〝︹
利
福
の
︺
徳

性
〟
に
対
し
︑﹁
修
﹂
と
い
う
語
が
述
語
と
し
て
関
わ
る
の
で
︑
〝︹
利
福
の
︺
徳
性

を
修
め
る
〟
こ
と
を
意
味
す
る
︒
あ
る
い
は
︑
や
は
り
﹁
修
﹂
の
語
が
関
わ
る
の

で
︑
そ
の
功
徳
は
〝
善
行
そ
の
も
の
〟
を
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
だ

ろ
う
︒
文
脈
に
よ
り
︑
基
本
の
意
味
か
ら
そ
の
よ
う
に
変
容
す
る
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
本
章
で
は
︑﹁
無
上
功
徳
﹂
な
ど
の
表
現
が
あ
る
︒
こ
の
無
上
功
徳
の
功

徳
に
つ
い
て
︑
基
本
の
意
味
〝︹
利
福
の
︺
徳
性
〟
に
対
し
︑
念
仏
の
要
素
や
︑
善

導
の
釈
文
や
︑
本
章
の
一
無
上
・
十
無
上
な
ど
の
文
が
関
わ
る
こ
と
に
よ
り
︑
往

生
の
因
の
功
徳
や
品
位
増
進
の
因
の
功
徳
を
指
し
︑
そ
れ
ら
功
徳
は
つ
ま
り
︑
〝
利

福
へ
と
繋
が
る
善
行
に
備
わ
っ
た
徳
性
〟
〝
善
行
に
備
わ
っ
た
善
い
性
質
〟
を
意
味

し
よ
う

(〝
善
行
に
備
わ
っ
た
善
い
性
質
〟
を
念
仏
を
修
す
こ
と
に
よ
っ
て
得
て
い

る
の
で
あ
る
)︒
文
脈
に
よ
り
基
本
の
意
味
か
ら
変
容
す
る
の
で
あ
る
︒

か
く
し
て
功
徳
の
意
味
も
︑
文
脈
に
よ
っ
て
変
容
す
る
様
相
の
一
端
を
見
た
︒

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
文
脈
に
よ
る
意
味
の
変
容
は
︑
功
徳
の
語
の
み
に
限
ら
な
い
︒

ご
く
僅
か
な
変
容
・
変
化
も
含
め
︑
全
て
の
仏
教
文
献
に
お
い
て
︑
文
や
語
な
ど

が
互
い
に
束
縛
し
合
い
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
語
な
ど
の
意
味
を
決
定
し
て
い
る
の
で
あ

る
︒
(ま
た
︑
仏
教
文
献
以
外
の
︑
一
般
の
文
章
も
︑
基
本
的
に
は
︑
文
脈
な
ど
に

よ
り
語
の
意
味
が
決
定
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
)

ま
た
少
し
違
う
意
味
で
︑
そ
の
よ
う
な
文
脈
と
い
う
要
素
は
︑
仏
教
に
お
い
て

様
々
な
学
派
が
存
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
議
論
に
も
展
開
可
能
で
あ
る
︒
仏
教
の

教
え
は
︑
釈
尊
の
原
始
の
教
え
が
あ
り
︑
様
々
な
部
派
仏
教
︑
様
々
な
大
乗
仏
教

が
あ
る
︒
仏
教
の
基
本
的
な
要
素
に
対
し
︑
そ
の
時
代
や
地
域
や
環
境
な
ど
︑
そ

の
他
の
諸
条
件
の
文
脈
に
よ
っ
て
様
々
に
仏
教
の
教
え
が
変
容
し
︑
様
々
な
仏
教

学
派
が
︑
核
と
な
る
仏
教
ら
し
さ
を
残
し
つ
つ
誕
生
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

更
に
︑
仏
典
解
釈
に
も
︑
文
脈
と
い
う
要
素
が
大
き
く
関
係
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑

同
じ
仏
典
の
同
じ
文
で
あ
っ
て
も
︑
人
師
ご
と
に
︑
異
な
る
解
釈
・
註
釈
が
あ
り

う
る
︒
こ
れ
は
︑
そ
の
人
師
の
仏
典
理
解
の
あ
り
よ
う
や
︑
そ
の
人
師
が
属
す
学

派
や
︑
そ
の
人
師
の
環
境
や
︑
そ
の
他
諸
条
件
の
文
脈
が
関
係
し
て
︑
そ
の
仏
典

の
解
釈
・
註
釈
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
同
じ
仏
典
の
同
じ
文
で
あ
っ

て
も
︑
人
師
ご
と
に
よ
っ
て
︑
様
々
な
文
脈
が
影
響
し
て
︑
異
な
る
解
釈
・
註
釈

が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
確
認
す
れ
ば
︑
文
脈
と
い
う
要
素
は
︑
仏
教
研
究
を
す
る
に
お
い

て
︑
大
変
重
要
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
理
解
で
き
よ
う
︒

(14
)

こ
れ
に
よ
り
︑
八
種
選
択
の
う
ち
の
︑
選
択
讃
嘆
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

(15
)

拙
稿
﹁﹃
選
択
集
﹄
第
五
章
﹁
観
念
浅
深
﹂
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
﹂
(佛
教
大

学
総
合
研
究
所
編
﹃
法
然
上
人
八
〇
〇
年
大
遠
忌
記
念

法
然
仏
教
と
そ
の
可
能

性
﹄︑
佛
教
大
学
︑
平
成
二
十
四
年
三
月
)
参
照
︒

(16
)

続
篇
で
は
︑﹃
選
択
集
﹄
第
六
章
以
降
の
教
理
構
造
を
論
ず
る
予
定
で
あ
る
︒

〔

参
考
文
献
︺

○

安
孫
子
稔
章
﹁﹃
逆
修
説
法
﹄
三
七
日
所
説
の
阿
弥
陀
仏
功
徳
讃
嘆
に
つ
い
て
﹂
(﹃
仏

教
文
化
学
会
紀
要
﹄
二
四
︑
平
成
二
十
七
年
十
一
月
)

○

石
井
教
道
﹃
選
択
集
全
講
﹄

(選
択
集
全
講
刊
行
後
援
会
︑
昭
和
三
十
四
年
一
月
︒

の
ち
︑
平
楽
寺
書
店
か
ら
出
版
︒
)

○

角
野
玄
樹
﹁
法
然
に
お
け
る
﹁
傍
﹂
の
語
義
に
つ
い
て
の
一
考
察

︱
︱
特
に
﹃
選

択
集
﹄
第
四
章
の
傍
正
義
に
関
し
て
︱
︱
﹂
(﹃
仏
教
文
化
研
究
﹄
五
四
︑
平
成
二
十

二
年
三
月
)

佛
教
大
学

仏
教
学
部
論
集

第
一
〇
三
号

(二
〇
一
九
年
三
月
)

三
五



○

同
﹁
無
上
功
徳
文
に
対
す
る
法
然
の
解
釈

(一
)
︱
︱
『無
量
寿
経
釈
﹄
の
場
合

︱
︱
﹂
(﹃
仏
教
学
会
紀
要
﹄
一
七
︑
平
成
二
十
四
年
三
月
)

○

同
﹁﹃
選
択
集
﹄
第
五
章
﹁
観
念
浅
深
﹂
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
﹂
(佛
教
大
学
総
合

研
究
所
編
﹃
法
然
上
人
八
〇
〇
年
大
遠
忌
記
念

法
然
仏
教
と
そ
の
可
能
性
﹄︑
佛
教

大
学
︑
平
成
二
十
四
年
三
月
)

○

同
﹁﹃
逆
修
説
法
﹄
第
三
七
日
の
本
願
解
釈

︱
︱
選
択
本
願
念
仏
説
・
第
十
八
願
本

体
説
・
本
願
根
本
説
︱
︱
﹂
(﹃
佛
教
大
学
仏
教
学
部
論
集
﹄
九
七
︑
平
成
二
十
五
年

三
月
)

○

同
﹁﹃
逆
修
説
法
﹄
第
五
七
日
に
お
け
る
専
修
念
仏
説
の
立
証
﹂
(﹃
仏
教
学
会
紀
要
﹄

一
八
︑
平
成
二
十
五
年
三
月
)

○

同
﹁﹃
逆
修
説
法
﹄
第
二
七
日
に
お
け
る
八
種
義
の
成
立
﹂
(﹃
佛
教
大
学
仏
教
学
部
論

集
﹄
九
八
︑
平
成
二
十
六
年
三
月
)

○

同
﹁﹃
選
択
集
﹄
の
教
理
構
造
基
礎
論

(一
)
︱
︱
第
一
章
・
第
二
章
︱
︱
﹂
(﹃
佛

教
大
学
仏
教
学
部
論
集
﹄
一
〇
一
︑
平
成
二
十
九
年
三
月
)

○

同
﹁﹃
選
択
集
﹄
の
教
理
構
造
基
礎
論

(二
)
︱
︱
第
三
章
︱
︱
﹂
(﹃
佛
教
大
学
仏

教
学
部
論
集
﹄
一
〇
二
︑
平
成
三
〇
年
三
月
)

○

兼
岩
和
広
﹁﹃
選
択
集
﹄
大
経
撮
要
に
お
け
る
篇
目
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(﹃
香
川
孝

雄
博
士
古
稀
記
念
論
集

仏
教
学
浄
土
学
論
集
﹄︑
永
田
文
昌
堂
︑
平
成
十
三
年
三

月
)

○

同
﹁﹃
選
択
集
﹄
第
四
章

三
輩
念
仏
往
生
篇
の
理
解
﹂
(﹃
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研

究
セ
ン
タ
ー
紀
要
﹄
三
︑
平
成
二
十
九
年
三
月
)

○

中
御
門
敬
教
﹁
法
然
上
人
の
三
輩
九
品
に
つ
い
て

︱
︱
念
仏
観
と
三
輩
九
品
の
意

義
︱
︱
﹂
(藤
本
淨
彦
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
﹃
法
然
仏
教
の
諸
相
﹄︑
法

蔵
館
︑
平
成
二
十
六
年
十
二
月
)

○

本
庄
良
文
﹁﹃
選
択
集
﹄
に
お
け
る
﹁
廃
立
﹂
の
意
味

︱
︱
服
部
英
淳
訳
の
顕
彰

︱
︱
﹂
(﹃
浄
土
宗
学
研
究
﹄
三
一
︑
平
成
十
八
年
三
月
)

○

同
﹁﹃
選
択
集
﹄
第
四
・
第
十
二
章
に
お
け
る
﹁
廃
立
﹂
の
語
義
﹂
(福
原
隆
善
編

﹃
八
百
年
遠
忌
記
念

法
然
上
人
研
究
論
文
集
﹄︑
知
恩
院
浄
土
宗
学
研
究
所
︑
平
成

二
十
三
年
一
月
)

(か
ど
の

は
る
き

非
常
勤
講
師
)

二
〇
一
八
年
十
一
月
十
三
日
受
理

『選
択
集
﹄
の
教
理
構
造
基
礎
論

(三
)
(角
野
玄
樹
)

三
六


