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は
じ
め
に

　

法
然
（
一
一
三
三
―
一
二
一
二
）
は
『
選
択
本
願
念
仏
集
』（
以
後
『
選
択
集
』）
を
秘
匿
し
、
こ
れ
を
見
せ
る
こ
と
を
憚
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
、『
私
聚
百
因
縁
集
』
に
は
「
門
下
に
幸
西
、
聖
光
、
隆
寛
、
証
空
、
長
西
こ
れ
有
り
。
門
徒
數
千
萬
、
上
足
は
こ
の
五
人
也
。

そ
の
外
一
人
あ
り１
。
選
擇
集
を
付
属
す２
」
と
あ
り
、
僅
か
ば
か
り
の
者
に
『
選
択
集
』
の
書
写
を
許
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
で
は
、

〈
論
文
要
旨
﹀　

法
然
は
『
選
択
集
』
が
曲
解
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
こ
れ
を
秘
匿
し
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
こ
の
書
が
論
理
的
に
証
明
で
き
な
い
宗

教
体
験
に
基
づ
く
真
理
（
本
願
の
真
実
性
）
を
公
理
と
し
て
展
開
し
た
も
の
で
、
形
式
論
理
の
上
か
ら
で
は
理
解
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
結

果
、
多
数
の
門
弟
の
内
、
僅
か
六
名
し
か
書
写
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
者
達
は
本
願
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
た

こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
宗
教
体
験
と
は
何
で
あ
る
か
。
こ
れ
を
正
面
か
ら
論
じ
た
も
の
は
な
い
が
、
法
然
の
念
仏
を
考
え
る
と
き
重
要
な

問
題
を
提
起
す
る
も
の
と
考
え
る
。

　
　

こ
の
問
題
を
解
く
鍵
は
、
親
鸞
が
『
選
択
集
』
を
書
写
し
た
と
き
、
法
然
が
与
え
た
文
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
ら
の
肖
像
画
に
書
く
文
は
、
本
願

の
真
実
に
基
づ
く
自
ら
の
教
え
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
書
写
を
許
さ
れ
た
親
鸞
の
宗
教
体
験
を
追
認
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
論
で

は
、
こ
の
文
を
手
が
か
り
に
、『
選
択
集
』
書
写
を
認
め
る
要
因
と
な
る
宗
教
体
験
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
﹀　
『
選
択
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験
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な
ぜ
こ
の
者
た
ち
は
許
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
正
面
か
ら
論
じ
た
も
の
は
な
く
、
平
松
令
三
（
一
九
一
九
―
二
〇
一
三
）

は
「
特
に
信
頼
の
置
け
る
人
物
に
対
し
て
、
師
弟
関
係
を
確
認
す
る
た
め
に
、『
選
択
集
』
を
利
用
し
た
も
の
と
考
え
た
い３
」
と
い
い
、

大
橋
俊
雄
は
「
よ
ほ
ど
心
を
許
し
た
人
で
な
け
れ
ば
書
写
さ
せ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
書
写
し
た

の
は
有
力
な
門
弟
の
一
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る４
」
と
推
測
す
る
に
終
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、『
七
箇
条
起
請
文
』
の
八
六
番
目
に

名
前
を
記
し
て
い
る
親
鸞
（
一
一
七
三
―
一
二
六
二
）
を
「
有
力
な
門
弟
の
一
人５
」
と
す
る
な
ら
ば
、
も
っ
と
多
数
の
者
が
書
写
し
て
い

た
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
推
測
は
完
全
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
で
は
、
法
然
に
と
っ
て
「
信
頼
の
置
け
る
人
物
」、
ま
た
「
心
を
許
し

た
人
」
と
は
ど
の
よ
う
な
者
か
。
そ
れ
を
問
う
こ
と
で
、『
選
択
集
』
書
写
の
条
件
が
見
仏
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
み
た
い
。

『
選
択
集
』
の
も
つ
非
論
理
性

　
『
選
択
集
』
の
書
写
を
許
さ
れ
た
者
が
僅
か
六
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
秘
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
大
き
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
選
択
集
』
は
「
各
章
と
も
理
路
整
然

0

0

0

0

と
し
た
論
旨
に
よ
っ
て
標
章
の
文
、
引
文
、
私
釈
の
順
で
構
成
さ
れ６
」
て
あ
り
、
阿
弥
陀
仏

の
た
て
た
本
願
を
信
じ
て
、
た
だ
念
仏
を
唱
え
る
だ
け
で
よ
い
と
説
く
「
そ
の
説
所
は
極
め
て
簡
明
直
裁

0

0

0

0

」７
で
あ
る
と
、
石
田
瑞
麿
が

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
読
ん
で
理
解
し
や
す
い
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
橋
弘
次
は
「
相
対
的
論
理
の

世
界
に
お
け
る
限
界
を
自
覚
し
え
な
い
も
の
に
と
っ
て
は
、
ま
っ
た
く
の
非
論
理
的
な
内
容８
」
で
、
理
解
し
が
た
い
書
で
あ
る
と
い

い
、
そ
の
理
由
と
し
て
、『
選
択
集
』
が
善
導
の
『
観
経
四
帖
疏
』
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
藤
田
宏
達

は
こ
の
『
疏
』
を
評
し
て
、「
客
観
的
な
論
理
構
成
の
立
場
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
夢
中
の
霊
証
と
い
う
主
観
的
な
確
信
に
も
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と
づ
い９
」
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
と
す
る
と
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
「
一
心
に
専
ら
弥
陀
の
名
号
を
念
じ
て
、
行
住
坐
臥

の
時
節
の
久
近
を
問
わ
ず
、
念
々
に
捨
て
ざ
る
者
、
こ
れ
を
正
定
の
業
と
名
づ
く
。
彼
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
故
にＡ
」
の
文
も
、
善
導

の
三
昧
発
得
と
い
う
宗
教
体
験
か
ら
得
た
「
主
観
的
な
確
信
」
に
基
づ
く
も
の
で
、「
客
観
的
な
論
理
」
で
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
念
仏
を
往
生
の
行
と
断
じ
る
た
め
の
根
拠
と
な
る
本
願
の
真
実
性
は
、
論
理
的
に
は
説
明
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
高
橋
が
「『
選
択
集
』
最
後
の
、
第
十
六
章
に
お
け
る
法
然
の
結
語
（
略
選
択
）
と
看
做
さ
れ
る
（
中
略
）『
正
定
の
業
と
は
即
ち

こ
れ
仏
名
を
称
す
る
な
り
。
名
を
称
す
れ
ば
必
ず
生
ま
る
る
こ
と
を
得
。
仏
の
本
願
に
依
る
が
故
にＢ
』
と
あ
る
要
文
は
『
仏
の
本
願
に

依
る
が
故
に
』
と
い
っ
て
、
ま
っ
た
く
非
論
理
的
内
容
に
よ
っ
て
終
わ
っ
て
い
るＣ
」
と
い
う
の
が
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、『
選
択
集
』
は
、
こ
の
善
導
の
「
主
観
的
な
確
信
」
を
最
終
論
拠
と
し
、「
順
彼
仏
願
故
」
を
始
め
、「
与
仏
本
願
不
相
応
故
」・

「
依
上
本
願
故
」・「
弥
陀
本
願
之
故
」・「
依
仏
本
願
故
」
と
、
そ
の
証
明
不
能
の
本
願
真
実
を
前
提
と
し
て
論
を
展
開
し
て
い
る
と
、

高
橋
は
い
うＤ
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
た
め
に
、
読
み
手
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
書
は
「
ま
っ
た
く
の
非
論
理
的
」
で
あ
る
と
、
結
論
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
こ
そ
が
、
法
然
が
『
選
択
集
』
を
秘
し
た
理
由
で
あ
る
。
法
然
に
長
ら
く
仕
え
た
証
空
（
一
一
七
七
―
一
二
四
七
）
も
、「
こ
の
集

は
口
伝
を
以
て
見
る
べ
き
の
書
な
り
。
暗
に
こ
れ
を
見
る
者
、
無
相
伝
の
輩
、
甚
だ
元
に
意
に
迷
う
かＥ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
が

『
選
択
集
』
の
も
つ
宿
命
で
あ
る
。
例
え
書
写
を
許
し
て
も
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
返
っ
て
、
そ
の
教
え
を
曲
解
し
た
異
説
が
説

か
れ
る
こ
と
を
、
法
然
は
強
く
恐
れ
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
法
然
が
門
弟
に
下
し
た
『
七
箇
条
起
請

文
』
に
、「
停
止
す
べ
き
こ
と
。
念
仏
門
に
お
い
て
戒
行
あ
る
こ
と
な
し
と
言
い
、
専
ら
婬
酒
食
肉
を
勧
め
、
た
ま
た
ま
律
儀
を
守
る

を
見
て
雑
行
人
と
名
づ
け
、
返
っ
て
弥
陀
の
本
願
を
憑
む
者
は
、
造
悪
を
恐
れ
る
こ
と
な
か
れＦ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。
こ
れ
は
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造
悪
無
碍
と
い
わ
れ
る
異
説
で
、
法
然
の
教
え
の
根
底
を
な
す
「
悪
人
正
機
」
の
曲
解
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
入
門
当
初
の
者
な
ら
と
も

か
く
、
法
然
よ
り
直
接
の
指
導
を
受
け
、『
起
請
文
』
の
四
〇
番
目
に
名
を
連
ね
る
行
空
（
生
没
不
明
）
が
破
門
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る

とＧ
、『
選
択
集
』
を
理
解
す
る
こ
と
の
難
し
さ
が
分
か
る
。

法
然
の
宗
教
体
験

　

三
昧
発
得
の
体
験
か
ら
得
た
「
主
観
的
な
確
信
」
の
言
葉
は
、
論
理
的
に
証
明
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て

「
往
生
之
業
念
仏
為
本
」
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
の
が
『
選
択
集
』
で
あ
る
が
、
で
は
、
こ
の
書
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め

に
必
要
な
も
の
は
な
に
か
。

　

数
学
に
公
理
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
新
た
な
論
理
を
導
き
出
す
と
き
の
前
提
と
な
る
命
題
の
こ
と
で
、
そ
れ
は
「
証
明
す
る

こ
と
が
出
来
ず
、
し
か
も
だ
れ
も
が
そ
の
正
し
い
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
いＨ
」
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
無
証
明
命
題
と
も
い
わ

れ
る
が
、
こ
の
「
順
彼
仏
願
故
」
は
、
ま
さ
に
、
念
仏
を
「
正
定
の
業
」
と
断
じ
る
た
め
の
公
理
に
相
当
す
る
言
葉
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
真
実
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
を
論
理
的
に
「
証
明
す
る
こ
と
が
出
来
」
な
い
。
大
峯
顯
は
、「
無
限
の
中
に
わ
れ

わ
れ
が
い
る
こ
と
の
証
明
は
、
い
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
ら
か
な
事
実
な
の
で
あ
り
、
感
じ
る
以
外
に
な
いＩ
」
と
説
い
て
い

る
。「
ち
ょ
う
ど
、
赤
ん
坊
が
自
分
の
運
命
の
す
べ
て
を
母
親
に
任
せ
き
っ
て
生
き
て
い
る
よ
う
に
、
一
人
の
赤
子
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
宇
宙
の
中
に
あ
るＪ
」
と
い
う
宗
教
的
事
実
は
、
万
人
に
通
じ
る
事
実
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
の
正
し
さ
は
、
自
ら
が

感
じ
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
証
明
で
き
る
と
い
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
善
導
の
「
主
観
的
な
確
信
」
か
ら
出
た
宗
教
的
事
実
で
あ
る

「
順
彼
仏
願
故
」
も
、
そ
れ
が
ま
さ
に
事
実
で
あ
る
と
自
ら
が
感
じ
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
真
実
で
あ
る
と
肯
け
る
こ
と
に
な
る
。
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と
す
る
と
、
法
然
は
本
願
の
真
実
性
を
感
じ
取
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
宗
教
体
験
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
拾
遺
古
徳
伝
』
に
は
、「
予
『
往
生
要
集
』
を
先
達
と
し
て
浄
土
門
に
い
る
な
りＫ
」
と
の
法
然
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
法

然
を
導
い
た
源
信
（
九
四
二
―
一
〇
一
七
）
の
願
い
は
、『
往
生
要
集
』
末
に
「
願
は
く
は
命
終
の
時
に
、
彌
陀
佛
の
無
邊
の
功
德
の
身
を

見
た
て
ま
つ
る
こ
と
を
得
んＬ
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
源
信
は
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
で
仏
を
見
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
法
然
は
、
こ
の
『
往
生
要
集
』
に
導
か
れ
て
善
導
の
教
え
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
善
導
も
ま
た
、
念
仏
三
昧
を
定

義
し
て
「
三
昧
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
念
仏
の
行
人
心
口
に
称
念
し
て
さ
ら
に
雑
想
な
く
、
念
々
心
を
住
め
声
々
相
続
す
れ
ば
、

心
眼
す
な
は
ち
開
け
て
、
か
の
仏
了
然
と
し
て
現
じ
た
ま
ふ
を
見
る
を
得
るＭ
」
と
、
念
仏
に
よ
る
見
仏
を
説
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
本

願
が
成
就
し
な
い
限
り
成
仏
は
し
な
い
と
誓
っ
た
阿
弥
陀
仏
が
姿
を
現
す
こ
と
が
、
本
願
が
成
就
し
た
こ
と
の
唯
一
の
証
明
と
な
る
か

ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
見
仏
と
い
う
宗
教
体
験
を
得
る
こ
と
で
の
み
、
本
願
の
真
実
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
源
信
も
善
導
も
、
念
仏
に
よ
る
見
仏
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
ら
が
こ
の
念
仏
の
流
れ
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
法
然
に
も
、

念
仏
に
よ
る
見
仏
の
体
験
が
あ
る
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

浅
井
成
海
（
一
九
三
〇
―
二
〇
一
〇
）
は
、「
法
然
も
ま
た
見
仏
に
つ
い
て
数
多
く
述
べ
て
い
る
。『
観
経
釈
』
な
ど
に
は
九
品
の
来
迎

各
々
に
見
仏
を
語
る
。
経
典
の
所
説
に
従
い
平
生
念
仏
に
よ
っ
て
、
臨
終
に
は
必
ず
仏
来
迎
し
、
見
仏
に
よ
っ
て
臨
終
正
念
に
住
す
る

こ
と
を
強
調
す
るＮ
」
と
述
べ
、
法
然
は
平
生
（
現
世
）
で
の
見
仏
を
説
い
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
が
『
選
択
集
』
に
説
か
れ
る
「
正
助

二
行
を
修
す
る
者
は
、
阿
弥
陀
仏
に
お
い
て
甚
だ
隣
近
た
り
。
故
に
疏
の
上
の
文
に
い
は
く
、
衆
生
仏
を
見
ん
と
願
ず
れ
ば
、
仏
即
ち

念
に
応
じ
て
、
目
前
に
現
在
す

0

0

0

0

0

0

」Ｏ
の
文
に
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
阿
弥
陀
仏
は
「
目
前
に
現
在
す
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
通
り
、
現
生
に
お
い
て
直
接
に
阿
弥
陀
仏
を
見
た
こ
と
が
『
三
昧
発
得
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
田
村
圓
澄
（
一
九
一
七
―
二
〇
一
三
）
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は
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
内
容
か
ら
「
法
然
は
念
仏
三
昧
を
通
じ
て
、『
観
無
量
寿
経
』
所
説
の
定
善
を
修
し
て
い
るＰ
」
と
し
、
偽
作
説

を
唱
え
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
嵐
瑞
徴
は
「
法
然
上
人
は
こ
の
記
の
中
で
ど
こ
に
も
観
仏
を
す
す
め
て
は
お
ら
れ
な
い
。
多
年
の
念

仏
修
行
の
功
積
っ
て
、
自
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、（
中
略
）
念
仏
修
行
、
口
称
三
昧
に
よ
る
宗
教
体
験
の
深
さ
を
示
す
も
のＱ
」
で
あ

る
と
反
論
し
て
い
る
。
伊
藤
唯
信Ｒ
・
藤
堂
恭
俊Ｓ
も
同
調
し
、
河
智
義
邦
が
、「
な
お
様
々
な
問
題
点
が
孕
む
こ
と
は
認
め
な
が
ら
も
不

求
自
得
の
『
三
昧
発
得
』
に
よ
る
見
仏
が
法
然
在
世
中
の
体
験
的
事
実
と
し
て
肯
定
さ
れ
て
い
るＴ
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
現
在
、
法
然

自
身
の
記
録
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
書
の
記
述
は
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
の
正
月
か
ら
始
ま
る
が
、
こ
の
年
は
法
然
の
『
選
択
集
』
が
編
纂
さ
れ
た
年
で
も
あ
る
。

そ
こ
に
は
「
一
日
、
明
相
少
し
こ
れ
を
現
じ
た
ま
ふ
。
自
然
に
あ
き
ら
か
な
り
。
云
々
。
二
日
、
水
想
観
自
然
に
こ
れ
成
就
し
た
ま

ふ
。
云
々
。
惣
じ
て
念
仏
七
箇
日
の
内
、
地
想
観
の
中
に
瑠
璃
の
相
少
分
こ
れ
を
み
た
ま
ふＵ
」
と
、
一
日
七
万
遍
の
口
称
念
仏
の
中

で
、
日
想
観
、
水
想
観
、
地
想
観
が
成
就
し
、
さ
ら
に
「
元
久
三
年
正
月
四
日
、
念
仏
の
あ
ひ
だ
、
三
尊
大
身
を
現
じ
た
ま
ふ
。
ま
た

五
日
三
尊
大
身
を
現
じ
た
ま
ふＶ
」
と
、
現
前
の
見
仏
体
験
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
他
に
法
然
の
見
仏
を
記
し
た
「
法
然
聖

人
臨
終
行
儀
」
に
も
、「
阿
弥
陀
仏
の
お
は
し
ま
す
ぞ
、
こ
の
仏
を
供
養
し
た
て
ま
つ
れＷ
」
と
い
い
、
ま
た
、「
こ
の
仏
の
ほ
か
に
ま
た

仏
の
お
は
し
ま
す
か
と
て
、
ゆ
び
を
も
て
む
な
し
き
と
こ
ろ
を
さ
し
た
ま
ひ
け
りＸ
」
と
の
見
仏
体
験
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

高
橋
弘
次
は
『
選
択
集
』
末
に
記
さ
れ
た
「
水
月
を
感
じ
て
昇
降
を
得
た
りＹ
」
を
解
釈
し
、「
自
ら
は
水
月
感
応
（
仏
凡
一
体
）
す

る
よ
う
な
念
仏
三
昧
の
境
地
を
吐
露
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
法
然
自
ら
が
三
昧
発
得
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
な
い
に
し
て

も
、（
中
略
）
三
昧
発
得
の
人
で
あ
る
こ
と
は
汲
み
と
れ
るＺ
」
と
い
う
。
念
仏
三
昧
と
は
、
先
の
善
導
の
言
葉
で
い
え
ば
、「
す
な
は
ち

こ
れ
念
仏
の
行
人
心
口
に
称
念
し
て
さ
ら
に
雑
想
な
く
、
念
々
心
を
住
め
声
々
相
続
す
れ
ば
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
三
昧
発
得
」
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と
は
「
か
の
仏
了
然
と
し
て
現
じ
た
ま
ふ
を
見
る
」
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
然
は
念
仏
に
よ
る
見
仏
を
得
て
い
る
と
、
高
橋
は
い

う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
法
然
は
こ
の
見
仏
体
験
に
よ
っ
て
本
願
の
真
実
を
実
感
し
て
い
る
と
、
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

妙
源
寺
「
選
択
相
伝
の
御
影
」
の
銘
文

　

岡
崎
市
の
妙
源
寺
に
「
選
択
相
伝
の
御
影
」
と
い
う
、
法
然
の
肖
像
画
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
書
か
れ
た
法
然
自
筆
の
銘
文

が
、『
往
生
礼
讃
』
の
「
も
し
わ
れ
成
仏
せ
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
わ
が
名
号
を
称
せ
ん
、
下
十
声
に
至
る
ま
で
、
も
し
生
れ
ず
は
正

覚
を
取
ら
じ
と
。
か
の
仏
い
ま
現
に
ま
し
ま
し
て
成
仏
し
た
ま
へ
り
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
本
誓
重
願
虚
し
か
ら
ず
、
衆
生
称
念
す
れ

ば
か
な
ら
ず
往
生
を
得
。（
若
我
成
仏
十
方
衆
生
、
稱
我
名
號
下
至
十
聲
、
若
不
生
者
不
取
正
覺
、
彼
仏
今
現
在
成
仏
、
當
知
、
本
誓

重
願
不
虚
、
衆
生
稱
念
必
得
往
生ａ
）」（
以
下
【
Ⅰ
】
と
称
す
）
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
も
の
が
久
留
米
市
の
善
導
寺
に
も
残
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
法
然
は
自
ら
の
念
仏
の
教
え
を
端
的
に
表
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
文
を
記
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
るｂ
。
そ
の

意
味
か
ら
も
、
肖
像
画
に
描
か
れ
る
こ
の
銘
文
の
重
要
性
は
も
っ
と
注
目
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
往
生
礼
讃
』
に
は
「
彼
仏
今
現
在
世0

成
仏ｃ
」
と
「
世
」
が
記
入
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
然
は
こ
の
銘
文
を
書
く
と
き
、

「
彼
仏
今
現
在
成
仏
」
と
、
そ
の
「
世
」
を
抜
か
し
て
い
る
。
平
松
令
三
は
、
浄
土
宗
の
書
籍
の
す
べ
て
に
「
世
」
が
記
入
さ
れ
て
い
る

こ
と
と
、
妙
源
寺
の
銘
文
は
一
行
目
の
「
若
我
成
仏
十
方
衆
生
称
我
」
に
続
い
て
二
行
目
で
も
「
称
我
名
号
下
至
十
声
」
と
「
我
称
」

が
二
度
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
世
」
の
字
の
欠
落
も
法
然
の
ミ
ス
で
あ
る
と
す
るｄ
。
そ
し
て
、『
選
択
集ｅ
』・『
漢
語
灯
録ｆ
』

の
該
当
部
分
を
見
る
と
、「
現
に
世
に
在
す
」
と
読
ん
で
い
る
。
善
導
の
『
往
生
礼
讃
』
で
は
、
こ
の
【
Ⅰ
】
の
文
に
続
け
て
『
阿
弥

陀
経
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
阿
弥
陀
仏
を
説
く
を
聞
き
て
、
名
号
を
執
持
す
る
こ
と
、
も
し
は
一
日
、
も
し
は
二
日
、
も
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し
は
三
日
、
も
し
は
四
日
、
も
し
は
五
日
、
も
し
は
六
日
、
も
し
は
七
日
、
一
心
に
し
て
乱
れ
ざ
れ
ば
、
そ
の
人
、
命
終
の
時
に
臨
み

て
、
阿
弥
陀
仏
、
も
ろ
も
ろ
の
聖
衆
と
現
じ
て
、
そ
の
前
に
在
ま
さ
ん

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
の
人
、
終
わ
ら
ん
時
、
心
顛
倒
せ
ず
し
て
、
す
な
わ
ち
阿

弥
陀
仏
の
極
楽
国
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
得
んｇ
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
説
か
れ
て
い
る
こ
と
も
、
阿
弥
陀
仏
の
第
十
八
願
の
法
を
聞
い
て

念
仏
を
唱
え
る
と
こ
ろ
に
、
阿
弥
陀
仏
が
そ
の
前
に
出
現
す
る
こ
と
で
、
往
生
が
確
信
さ
れ
る
と
い
う
内
容
で
あ
り
、【
Ⅰ
】
と
重
な

る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、「
彼
仏
今
現
在
世
成
仏
」
は
「
阿
弥
陀
仏
、
も
ろ
も
ろ
の
聖
衆
と
現
じ
て
、
そ
の
前
に
在
ま
さ
ん
」

を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

法
然
は
『
観
無
量
寿
経
釈
』
で
、「
彼
仏
今
現
在
世
成
仏
」
す
る
様
を
「
も
し
人
、
仏
を
念
ず
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
無
数
の
化
身
・

化
観
音
・
化
大
勢
至
と
、
常
に
こ
の
行
人
の
所
に
来
る
、
と
云
々
。
念
仏
の
草
庵
少
と
雖
も
、
恒
沙
の
聖
衆
雲
集
し
て
菴あ

ん

羅ら

園
の
華
虚

に
同
ずｈ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
三
昧
発
得
を
し
て
い
る
吉
水
の
草
庵
で
、
法
然
が
直
接
体
験
し
た
、
諸
仏
出
現
の
華
や
か
さ
を

表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
聖
光
房
弁
長
（
一
一
六
二
―
一
二
三
八
）
も
、「
凡
夫
肉
眼
と
雖
も
こ
れ
を
見
奉
るｉ
」
と
、
明
確
に
目
の
前

の
出
来
事
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
見
仏
を
眼
前
の
出
来
事
と
す
る
こ
と
が
、
法
然
浄
土
教
の
見
仏
観
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

で
は
、【
Ⅰ
】
に
説
か
れ
る
本
願
文
と
「
彼
仏
今
現
在
世
成
仏
」
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。「
常
に

仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」
に
、「
名
号
を
聞
く
と
い
ふ
と
も
信
ぜ
ず
ば
、
き
か
ざ
る
が
ご
と
し
。
た
と
ひ
信
ず
と
い
ふ
と
も
、
と
な
へ
ず

ば
信
ぜ
ざ
る
が
ご
と
し
。
た
だ
つ
ね
に
念
仏
す
べ
き
な
りｊ
」
と
い
う
言
葉
が
残
さ
れ
て
い
る
。「
聞
」
を
た
だ
聞
く
の
み
に
留
め
る
の

は
誤
り
で
あ
り
、
名
号
の
教
え
を
聞
く
と
い
う
こ
と
は
唱
え
る
こ
と
で
あ
る
と
法
然
は
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
言
語
感
覚
は
現
在
に
お

い
て
も
通
用
す
る
。
忠
告
を
聞
く
と
は
、
そ
の
言
葉
に
し
た
が
っ
て
行
動
を
正
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
聞
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
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る
。
つ
ま
り
、
念
仏
を
唱
え
る
と
往
生
す
る
と
い
う
第
十
八
願
を
聞
い
た
な
ら
ば
、
往
生
を
願
う
者
は
必
然
的
に
念
仏
を
唱
え
る
。
こ

れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
【
Ⅰ
】
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
意
味
を
考
え
る
と
き
に
は
補
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
し
て
、

そ
の
念
仏
の
必
然
の
果
と
し
て
見
仏
が
あ
り
、
そ
れ
が
往
生
へ
の
確
信
へ
と
繋
が
る
の
で
あ
る
。

　

法
然
の
活
躍
し
た
平
安
時
代
で
は
、
見
仏
が
往
生
を
確
信
す
る
出
来
事
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
。
石
田
瑞
麿
（
一
九
一
七
―
一

九
九
九
）
は
「
見
仏
は
た
ん
に
仏
を
見
る
と
い
う
こ
と
だ
け
の
意
味
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。（
中
略
）
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
が
可
能

に
な
っ
た
か
ど
う
か
、
そ
の
確
証
を
見
仏
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
るｋ
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、『
三
昧
発
得
記
』
の
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
の
項
に
、
浄
土
の
相
や
勢
至
菩
薩
を
見
て
、
法
然
が
「
往
生
う
た
が
ひ
な
し
」
と
記

し
て
い
る
こ
と
と
符
合
す
る
。
つ
ま
り
、
見
仏
体
験
が
、
形
式
論
理
で
は
理
解
で
き
な
い
「
順
彼
仏
願
故
」
と
い
う
本
願
の
真
実
性
を

実
感
さ
せ
、
往
生
の
確
信
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

法
然
が
こ
の
文
を
自
身
の
肖
像
画
に
記
す
と
い
う
行
為
の
裏
に
は
、
こ
の
文
こ
そ
が
、
信
の
構
造
を
表
現
し
た
も
の
で
も
あ
る
と
い

う
思
い
が
あ
る
。
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
盲
点
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
願
の
真
実
性
を
確
認
す
る
要
点
に
、
見
仏
が
位
置
し
て

い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
選
択
集
』
を
書
写
し
た
門
弟
の
念
仏

　

法
然
は
『
選
択
集
』
の
書
写
を
許
す
と
同
時
に
、
肖
像
画
も
与
え
た
と
い
うｌ
。
そ
の
一
つ
が
【
Ⅰ
】
の
銘
文
が
記
さ
れ
た
妙
源
寺
の

肖
像
画
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
師
資
相
承
の
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
第
十
八
願
↓
念
仏
↓
見
仏
↓
往
生
の
確
信

の
構
造
を
、
相
互
に
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、『
選
択
集
』
書
写
の
条
件
と
し
て
見
仏
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
可
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能
で
あ
る
。

　

し
か
し
一
方
で
、『
三
昧
発
得
記
』
に
は
「
外
見
に
お
よ
ば
ざ
れ
、
秘
蔵
す
べ
しｍ
」
と
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
然

は
見
仏
体
験
そ
の
も
の
を
秘
密
に
し
た
と
の
考
え
も
成
り
立
つ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
法
然
が
津
戸
三
郎
（
一
一
六
三
―
一
二
四
三
）

に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、「
こ
の
正
月
よ
り
別
時
念
仏
を
五
十
日
申
て
候ｎ
」
と
、
別
時
念
仏
を
公
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
否
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
別
時
念
仏
は
秘
蔵
し
た
と
さ
れ
る
『
三
昧
発
得
記
』
も
、「
正
月
一
日
よ
り
二
月
七
日
に
い
た
る
ま
で
、
三
十
七
箇
日

の
あ
い
だ
、
毎
日
七
萬
念
仏
不
退
に
こ
れ
を
つ
と
め
た
ま
ふｏ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
浄
土
宗
鎮
西
派
の
開
祖
と
な
る
弁
長
は
、
こ
の
別

時
念
仏
を
説
明
し
て
、「（
尋
常
）
念
仏
は
こ
れ
見
仏
三
昧
を
期
と
な
す
。
し
か
る
に
遅
く
見
へ
給
ふ
が
故
に
、
疾
く
見
奉
ら
ん
が
た
め

に
別
時
の
念
仏
を
用
る
な
りｐ
」（
括
弧
内
、
筆
者
注
）
と
、
見
仏
を
求
め
る
た
め
の
行
で
あ
る
と
い
う
。
重
松
明
久
は
、
法
然
教
学
の
正

統
的
後
継
者
と
し
て
自
他
と
も
に
認
め
る
弁
長
の
念
仏
観
が
、「
結
局
は
見
仏
を
志
す
常
行
三
昧
系
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
遡
っ

て
法
然
の
思
想
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
推
測
す
る
場
合
の
一
つ
の
有
力
な
拠
所
と
な
ろ
うｑ
」
と
述
べ
、
法
然
の
念
仏
も
常
行
三
昧

（
別
時
念
仏
）
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
、
見
仏
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
説
を
受
け
る
と
、
法
然
が
「
別
時
念
仏
を

す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
門
弟
に
は
「
見
仏
を
求
め
る
た
め
に
念
仏
を
す
る
」
と
聞
こ
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
法
然

は
門
弟
に
「
又
と
き
ど
き
別
時
の
念
仏
を
修
し
て
、
心
を
も
身
を
も
は
げ
ま
し
、
と
と
の
へ
す
す
む
べ
き
な
りｒ
」
と
、
別
時
念
仏
を
勧

め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
見
仏
を
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
法
然
自
身
の
見
仏
体
験
を
秘
密
に
し
た
と
い
う
考
え
は
、

再
考
を
要
す
る
も
の
と
な
る
。

　

さ
ら
に
、『
三
昧
発
得
記
』
に
「
恒
例
正
月
七
日
、
念
仏
始
行
せ
し
め
た
ま
ふ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
橋
俊
雄
は
「
正
月
の
別
時

念
仏
は
恒
例
と
な
っ
て
い
た
。
恒
例
な
れ
ば
こ
そ
、
前
々
か
ら
予
定
を
た
て
、
門
弟
た
ち
に
も
通
知
し
、
参
集
を
う
な
が
し
て
い
た
ら
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し
いｓ
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
説
に
立
て
ば
、
法
然
は
一
人
静
か
な
場
所
で
別
時
念
仏
を
行
っ
た
の
で
は
な
く
、
門
弟
と
共
に
声
を

そ
ろ
え
て
念
仏
申
す
中
で
、
三
昧
発
得
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
当
然
、
門
弟
は
法
然
の
見
仏
体
験
を
目
に
し
、
ま
た
、
法
然
は
誰
が
見

仏
の
体
験
を
な
し
た
か
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
『
選
択
集
』
書
写
に
繋
が
っ
て
い
く
と
考
え
る
こ
と
は
充
分
に
可
能
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
見
仏
体
験
を
も
つ
者
こ
そ
が
、
法
然
に
と
っ
て
の
「
心
許
せ
る
人
」
と
な
る
。
山
を
下
り
た
法
然
は
西
山
に
遊
蓮
房

円
照
（
一
一
三
九
―
一
一
七
七
）
を
尋
ね
、
二
年
ほ
ど
共
に
過
ご
し
た
と
い
う
。『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
に
は
、
円
照
は
「
上
人
の
弟
子

と
な
り
て
一
向
に
念
仏
すｔ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
法
然
の
教
え
に
従
っ
て
念
仏
し
た
僧
で
あ
る
。
し
か
も
、「
三
寸
火
舎
に
香
を
も
り
て
、

そ
の
香
の
も
え
は
つ
る
ま
で
に
合
掌
し
て
、
毎
日
三
時
高
声
に
念
仏
す
る
こ
と
ひ
さ
し
く
な
り
ぬ
。
そ
の
あ
ひ
だ
に
霊
証
を
え
た
る
こ

と
、
た
び
た
び
な
りｕ
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
然
の
教
え
に
従
い
「
一
心
専
念
弥
陀
名
号
」
を
繰
り
返
す
中
で
、「
霊
証
」、
つ

ま
り
見
仏
体
験
を
得
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
も
、
何
度
も
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
円
照
の
こ
と
を
、
法
然
は
「
浄
土
の

法
門
と
、
遊
蓮
房
と
に
あ
へ
る
こ
そ
、
人
界
に
生
を
う
け
た
る
思
出
に
て
は
べ
れｖ
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
こ
の
円
照
こ
そ
が
人
生
最
高

の
出
会
い
で
あ
っ
た
と
い
う
言
葉
か
ら
、
法
然
に
と
っ
て
「
心
を
許
し
た
人
」
の
姿
が
あ
き
ら
か
に
な
る
。
法
然
に
と
っ
て
、
真
に
喜

び
を
分
か
ち
合
う
こ
と
が
出
来
る
者
は
、
同
じ
見
仏
体
験
を
も
ち
、
本
願
の
真
実
を
実
感
し
た
者
し
か
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
選
択
集
』
の
書
写
を
許
さ
れ
た
者
は
、
幸
西
（
一
一
六
三
―
一
二
四
七
）・
聖
光
房
弁
長
・
隆
寛
（
一
一
四
八
―
一
二
二
七
）・
証
空
・
長

西
（
一
一
八
四
―
一
二
六
六
）
と
親
鸞
で
あ
る
が
、
こ
の
者
達
の
入
門
が
法
然
の
晩
年
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
証
空
は
法
然
五
八

歳
の
時
・
弁
長
は
六
五
歳
・
幸
西
六
六
歳
・
親
鸞
六
九
歳
・
長
西
七
〇
歳
・
隆
寛
七
二
歳
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
三
昧
発
得
記
』
に
記
さ

れ
る
法
然
の
見
仏
体
験
の
時
期
（
六
六
歳
―
七
四
歳
）
と
重
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
皆
、
法
然
と
共
に
別
時
念
仏
を
行
っ
た
と
推
測

で
き
る
者
達
で
あ
る
。
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こ
こ
に
名
が
挙
が
る
証
空
は
、
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
一
四
歳
の
若
さ
で
法
然
門
下
に
入
り
、
二
二
歳
の
と
き
に
は
『
選
択
集
』

引
文
の
照
合
を
任
さ
れ
た
上
、
法
然
の
代
理
と
し
て
、
九
条
兼
実
（
一
一
四
九
―
一
二
〇
七
）
に
同
書
の
講
義
を
す
る
ほ
ど
の
者
で
あ
る

が
、
こ
の
『
選
択
集
』
撰
述
の
建
久
九
年
に
吉
水
の
草
庵
に
い
た
門
弟
（
入
室
者
）
の
中
に
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
没
後
起
誡
文
』

に
「
弟
子
多
と
い
へ
ど
も
、
入
室
は
僅
に
七
人
な
り
。
所
謂
、
信
空
・
感
西
・
証
空
・
円
親
・
長
尊
・
感
聖
・
良
清
な
りｗ
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
建
久
九
年
の
正
月
恒
例
の
別
時
念
仏
に
、
証
空
は
確
実
に
居
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
体
験
を
も
つ
証
空
で
あ
る
か

ら
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
見
仏
を
説
い
て
い
る
。
浅
井
成
海
は
、
善
導
の
主
張
を
「
一
切
衆
生
の
う
え
に
も
見
仏
↓
得
無
生
法
忍
↓
往

生
決
定
の
仏
意
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
ま
と
め
、「
こ
の
よ
う
な
善
導
の
主
張
を
受
け
て
、
証
空
は
、『
玄
観

門
義
』
得
益
門
、『
序
観
門
義
』
定
善
示
観
縁
釈
、『
定
観
門
義
』
華
座
観
な
ど
で
見
仏
の
問
題
を
論
ず
るｘ
」
と
、
証
空
も
ま
た
口
称
念

仏
に
よ
る
見
仏
を
説
く
と
述
べ
て
い
る
。

　

弁
長
に
つ
い
て
も
、「
見
仏
に
つ
い
て
は
、
弁
長
の
く
り
返
し
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
るｙ
」
と
浅
井
は
記
し
、
石
田
瑞
麿
も
『
浄
土
宗

要
集
』
で
弁
長
は
見
仏
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
と
い
うｚ
。
そ
こ
に
は
、「
口
稱
名
號
の
念
仏
の
行
者
の
所
期
は
、
見
仏
三
昧
を
以
て

所
期
と
す
べ
し
。
そ
の
故
は
口
稱
念
仏
の
成
就
不
成
就
は
三
昧
発
得
を
以
て
現
身
念
仏
の
成
就
と
い
ふ
。
成
就
と
は
見
仏
な
りあ
」
と
あ

り
、
念
仏
を
唱
え
る
目
的
は
見
仏
に
あ
る
と
説
き
、
そ
の
見
仏
は
念
仏
の
必
然
の
果
と
し
て
の
現
象
で
あ
る
と
い
うい
。
し
か
も
、「
凡

夫
の
肉
眼
は
無
漏
の
仏
身
を
見
る
べ
か
ら
ず
と
云
ふ
難
に
至
り
て
は
、
機
熟
し
時
至
れ
ば
穢
土
に
あ
り
て
凡
夫
肉
眼
と
雖
も
こ
れ
を
見

奉
るう
」
と
、
そ
の
見
仏
は
夢
中
の
出
来
事
で
は
な
く
、
直
接
こ
の
目
の
前
で
見
る
こ
と
だ
と
説
く
。
そ
し
て
弁
長
自
ら
の
見
仏
体
験
が

『
聖
光
上
人
伝
』
に
、「
二
十
三
日
辰
の
時
、
看
病
者
に
告
げ
て
曰
く
、
仏
今
来
現
す
。
門
弟
問
ふ
て
曰
く
、
何
の
仏
か
。
答
へ
て
曰

く
、
阿
弥
陀
仏
な
りえ
」
と
臨
場
感
を
以
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
隆
寛
で
あ
る
が
、
そ
の
弟
子
信
瑞
（
？
―
一
二
七
九
）
は
『
明
義
進
行
集
』
で
「
上
人
つ
ね
に
の
た
ま
ひ
け
る
は
、
吾
か
後
に

念
仏
往
生
の
義
す
く
に
い
は
む
す
る
人
は
聖
覚
と
隆
寛
と
な
りお
」
と
記
し
、
隆
寛
の
念
仏
と
法
然
の
念
仏
の
一
致
を
説
い
て
い
る
。
こ

の
隆
寛
の
見
仏
に
つ
い
て
は
諸
処
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
がか
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
念
仏
は
観
仏
と
同
じ
く
諸
仏
を
見
る
た
め
の
行
で
あ

り
、
む
し
ろ
、
念
勝
観
劣
で
、
念
仏
の
方
が
見
仏
行
と
し
て
勝
れ
て
い
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
証
空
・
弁
長
・
隆
寛
の
著
述
に
見
仏
表
現
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
らが
、
こ
れ
ら
の
見
仏
体
験
を
有
す
る
者

が
、
本
願
の
真
実
性
を
実
感
し
た
「
心
許
せ
る
人
」
と
し
て
『
選
択
集
』
の
書
写
を
許
さ
れ
た
と
結
論
す
る
。

親
鸞
の
念
仏

　
『
選
択
集
』
を
書
写
し
た
門
弟
達
が
共
通
し
て
見
仏
を
論
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
親
鸞
に
も
同
様
の
見
仏
体
験
が
あ
る
と
想
定
す
る

の
で
あ
る
が
、
現
在
の
親
鸞
解
釈
で
は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
浅
井
成
海
は
親
鸞
の
見
仏
に
つ
い
て
、「
具
体
的
な
相
対
の
感
覚
に

と
ら
え
ら
れ
る
仏
は
、
真
仏
に
非
ず
化
仏
な
り
と
す
る
。
こ
こ
に
親
鸞
の
見
仏
思
想
の
特
色
が
あ
る
。
十
八
願
念
仏
者
に
と
っ
て
肉
眼

に
よ
る
平
生
見
仏
は
も
と
よ
り
、
臨
終
見
仏
も
認
め
な
い
の
で
あ
るき
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
藤
吉
慈
海
（
一
九
一
五
―
一
九
九
三
）
は
疑
問
を
呈
す
。「
浄
土
宗
の
二
祖
鎮
西
聖
光
上
人
も
法
然
の
教
え
に
し
た
が

っ
て
よ
く
別
時
念
仏
を
修
し
た
が
、
か
れ
は
別
時
の
念
仏
は
見
仏
を
以
て
目
的
と
す
る
と
教
え
て
い
る
」
と
し
、
続
け
て
「
そ
の
点
、

法
然
上
人
を
あ
れ
ほ
ど
尊
敬
し
、
浄
土
真
宗
の
開
祖
は
法
然
上
人
と
し
た
親
鸞
聖
人
は
あ
ま
り
別
時
念
仏
を
さ
れ
た
よ
う
に
思
え
な

いぎ
」
と
述
べ
、
親
鸞
の
み
が
見
仏
に
つ
い
て
論
じ
な
い
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
確
か
に
『
選
択
集
』
を
書
写
し
た
門
弟
の
中

で
、
親
鸞
だ
け
が
見
仏
を
説
か
な
い
こ
と
は
異
様
で
あ
る
。
金
治
勇
（
一
九
〇
八
―
一
九
九
六
）
は
「
わ
た
し
は
親
鸞
自
身
も
亦
見
仏
を
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体
験
し
た
人
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
が
親
鸞
の
信
仰
生
活
に
大
き
な
転
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
るく
」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、『
選
択
集
』
の
書
写
を
許
さ
れ
た
親
鸞
に
は
、
見
仏
体
験
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　

親
鸞
は
『
教
行
信
証
』「
後
序
」
に
お
い
て
、『
選
択
集
』
を
評
し
て
、「
真
宗
の
簡
要
、
念
仏
の
奥
義
、
こ
れ
に
摂
在
せ
り
。
見
る

者
諭
り
易
し
。
誠
に
こ
れ
、
希
有
最
勝
の
華
文
、
無
上
甚
深
の
宝
典
な
りぐ
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
超
理
論
的
論
理
で
書
か
れ

た
『
選
択
集
』
を
「
見
る
者
諭
り
易
し
」
と
い
え
る
者
は
、
論
理
的
に
証
明
不
可
能
の
本
願
の
正
し
さ
を
、
自
身
の
見
仏
体
験
に
よ
っ

て
実
感
し
た
者
だ
け
で
あ
る
。
事
実
、
親
鸞
に
見
仏
は
な
い
と
す
る
前
提
条
件
を
離
れ
て
そ
の
著
書
を
読
む
と
、
明
ら
か
に
そ
の
体
験

を
述
べ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
以
下
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
が
、
こ
れ
は
親
鸞
の
見
仏
が
否
定
さ
れ
て
い
る
現
在
に
お

い
て
、
初
出
と
な
る
も
の
と
な
る
。

　

親
鸞
が
法
然
門
下
に
入
っ
た
年
は
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
で
あ
る
が
、『
三
昧
発
得
記
』
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
法
然
は
「（
建
仁

元
年
二
月
）
正
月
五
日
三
度
、
勢
至
菩
薩
の
御
う
し
ろ
に
、
丈
六
ば
か
り
の
勢
至
の
御
面
像
現
ぜ
り
。
こ
れ
を
も
て
こ
れ
を
推
す
る
。

西
の
持
仏
堂
に
て
、
勢
至
菩
薩
、
形
像
よ
り
丈
六
の
面
を
出
現
せ
りけ
」（
括
弧
内
、
筆
者
注
）
と
あ
る
よ
う
に
、
見
仏
を
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
親
鸞
に
印
可
の
文
と
し
て
【
Ⅰ
】
の
「
若
我
成
仏
十
方
衆
生
、
稱
我
名
號
下
至
十
聲
、
若
不
生
者
不
取
正
覺
、
彼
仏
今
現
在
成

仏
、
當
知
、
本
誓
重
願
不
虚
、
衆
生
稱
念
必
得
往
生
」
を
書
き
与
え
た
の
が
、
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
で
あ
る
が
、
そ
の
翌
年
に
は

「
元
久
三
年
正
月
四
日
、
念
仏
の
あ
ひ
だ
、
三
尊
大
身
を
現
じ
た
ま
ふ
。
ま
た
五
日
三
尊
大
身
を
現
じ
た
ま
ふ
」
と
の
見
仏
体
験
が
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
最
後
の
記
録
と
な
る
が
、
親
鸞
の
信
の
確
立
は
、
こ
の
法
然
の
見
仏
の
期
間
と
重
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
を
、
単
な
る
偶
然
と
し
て
終
わ
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、『
親
鸞
伝
』
で
は
、
親
鸞
が
吉
水
の
法
門
に
入
っ
た

こ
と
を
説
く
段
に
「
上
の
第
二
段
・
吉
水
入
室げ
」
と
の
脚
注
が
あ
り
、
現
存
す
る
西
本
願
本
・
東
本
願
寺
本
・
専
修
寺
本
と
も
に
共
通
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す
る
注
で
あ
り
、
真
宗
で
は
等
し
く
入
室
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
史
実
と
す
る
な
ら
ば
、
入
室
と
は
、
吉
水

の
草
庵
で
法
然
と
寝
起
き
を
同
じ
く
し
、
共
に
別
時
念
仏
を
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
仮
に
、
入
室
が
史
実
と
違
っ
た
と
し
て
も
、
先

に
引
用
し
た
『
三
昧
発
得
記
』
の
「
恒
例
」
の
語
か
ら
、
吉
水
の
草
庵
に
通
う
中
で
法
然
と
の
別
時
念
仏
は
想
定
で
き
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
を
前
提
と
す
る
と
、『
選
択
集
』
書
写
を
許
さ
れ
た
元
久
二
年
の
正
月
の
別
時
念
仏
に
お
い
て
、
親
鸞
は
見
仏
体
験
を
し
、

そ
れ
を
法
然
が
確
認
し
た
こ
と
が
、『
選
択
集
』
書
写
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
も
の
が
、『
教
行
信
証
』「
後
序
」
に
あ
る
。
そ
れ
は
「
年
を
渉
り
日
を
渉
り
て
、
そ
の
教
誨
を
蒙
る
の
人
、

千
万
と
い
え
ど
も
、
親
と
云
い
疎
と
云
い
、
こ
の
見
写
を
獲
る
の
徒
、
は
な
は
だ
も
っ
て
難
し
。
し
か
る
に
既
に
製
作
を
書
写
し
、
真

影
を
図
画
せ
り
。
こ
れ
専
念
正
業
の
徳
な
り
。
こ
れ
決
定
往
生
の
徴
な
りこ
」
と
、
書
写
を
許
さ
れ
た
と
き
の
感
激
を
記
し
た
文
で
あ

る
。
こ
こ
に
、『
選
択
集
』
を
書
写
す
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
と
し
て
「
こ
れ
専
念
正
業
の
徳
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉

こ
そ
が
、
親
鸞
自
ら
、
見
仏
体
験
を
表
明
し
た
言
葉
で
あ
る
。

　
「
正
業
」
と
は
「
②
正
定
業
と
も
い
う
。（
中
略
）
一
心
に
も
っ
ぱ
ら
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
と
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
唱
え
る
こ
とご
」
で

あ
り
、
ま
た
、「
徳
」
と
は
「
功
徳
」
の
意
で
あ
り
、「
⑪
念
仏
行
に
徳
と
し
て
備
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
す
ぐ
れ
た
結
果
を
招
く
は
た

ら
きさ
」
を
意
味
す
る
。
星
野
元
豊
は
「
こ
れ
は
ひ
と
え
に
師
の
教
え
に
従
っ
て
正
し
く
専
念
名
号
し
た
そ
の
徳
の
あ
ら
わ
れざ
」
と
、
念

仏
を
唱
え
た
結
果
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
往
生
を
求
め
る
者
に
と
っ
て
の
「
す
ぐ
れ
た
結
果
」
と
は
、
往
生
へ
の
確
信
で
あ
り
、
そ
れ

を
「
招
く
は
た
ら
き
」
と
は
、
そ
の
往
生
を
確
約
す
る
は
た
ら
き
と
し
て
の
見
仏
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
見
仏
が
「
徳
」
の
内
容
で

あ
る
。
と
す
る
と
、「
彼
仏
今
現
在
成
仏
」
が
「
専
念
正
業
」
の
果
と
し
て
恵
ま
れ
た
「
徳
」
に
な
る
。

　

現
在
で
は
こ
れ
を
、「
こ
の
本
願
を
建
て
ら
れ
た
阿
弥
陀
仏
は
今
現
に
西
方
の
極
楽
に
在
し
て
、
仏
に
御
な
り
遊
ば
さ
れ
て
あ
るし
」
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と
、
浄
土
で
の
出
来
事
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
目
に
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
遙
か
十
万
億
土
の
浄
土
の
出
来
事
を
以

て
、「
當
知
、
本
誓
重
願
不
虚
」
と
、
本
願
へ
の
信
が
確
立
す
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
法
然
に
と
っ
て
、
見
仏
は
こ
の
世
界
に
現
在
す

る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
親
鸞
は
い
ま
入
室
の
僧
と
し
て
法
然
に
従
い
、
別
時
念
仏
を
唱
え
、
見
仏
の
体
験
を
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
と

き
の
様
を
、
法
然
は
「
彼
仏
今
現
在
成
仏
」
と
記
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
親
鸞
も
こ
れ
を
「
現
ニ
マ
シ
マ
シ
テじ
」
と
読
み
、
阿
弥

陀
仏
が
い
ま
こ
の
眼
前
に
在
す
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
一
念
多
念
文
意
』
の
中
で
も
、『
往
生
礼
讃
』
の
「
恒
願
一

切
臨
終
時
、
勝
縁
勝
境
悉
現
前す
」
の
文
を
解
釈
し
、「『
勝
縁
勝
境
』
と
い
ふ
は
、
仏
お
も
み
た
て
ま
つ
り
、
ひ
か
り
お
も
み
、
異
香
お

も
か
ぎ
、
善
知
識
の
す
す
め
に
も
あ
は
む
と
お
も
へ
と
な
り
。『
悉
現
前
』
と
い
ふ
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
め
で
た
き
こ
と
ど
も
、
め
の
ま

え
に
あ
ら
わ
れ
た
ま
へ
と
ね
が
へ
と
な
りず
」
と
、「
悉
現
前
」
を
、
明
確
に
目
の
前
に
表
れ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
れ
は
正
に
、
弁

長
の
い
う
「
凡
夫
肉
眼
と
雖
も
こ
れ
を
見
奉
る
」
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
も
、「
一
切
臨
終
時
と
い
ふ
は
極
楽
を
ね
が
ふ
よ
ろ

ず
の
衆
生
い
の
ち
終
ら
ん
時
ま
で
と
い
ふ
語
な
り
」
と
、
現
生
の
こ
と
と
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、「
彼
仏
今
現
在
」
は
浄
土
で
の

出
来
事
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
の
目
前
に
現
在
す
る
こ
と
と
し
て
親
鸞
は
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
う
す
る
と
、『
教
行
信
証
』「
後
序
」
に
記
さ
れ
た
「
専
念
正
業
の
徳
な
り
」
は
、
法
然
の
教
え
に
従
っ
て
専
念
に
念
仏
を
唱
え
た

結
果
、
見
仏
が
生
起
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
『
選
択
集
』
を
書
写
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
解
釈
す
べ
き
こ
と
と
な
り
、『
選
択
集
』
書
写

の
年
に
見
仏
を
し
て
い
た
こ
と
の
表
明
と
な
る
。
親
鸞
の
見
仏
体
験
が
否
定
さ
れ
て
い
る
現
在
に
お
い
て
、
こ
の
意
味
は
大
き
い
。

　

こ
の
よ
う
に
親
鸞
に
見
仏
体
験
を
認
め
る
と
、
一
つ
の
問
題
が
出
て
く
る
。
そ
れ
は
親
鸞
の
念
仏
に
見
仏
を
起
こ
す
念
仏
、
即
ち
、

信
を
生
起
さ
せ
る
念
仏
を
認
め
る
と
、
念
仏
は
信
後
の
報
恩
感
謝
の
表
れ
で
あ
る
と
す
る
現
在
の
親
鸞
解
釈
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
現
在
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
信
は
「
聞
即
信
」
と
、
本
願
の
教
え
を
聞
く
と
こ
ろ
に
得
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
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る
が
、
こ
れ
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
信
を
起
こ
す
要
因
で
あ
る
「
聞
」
に
は
、
唱
え
る
と
い
う
行
動
が
伴
う
こ
と
を
見
落
と
し
た
も

の
で
あ
り
、
ま
た
、『
選
択
集
』
の
書
写
は
信
を
得
た
証
で
あ
り
、
そ
れ
を
親
鸞
自
ら
が
「
念
仏
を
唱
え
た
結
果
」
と
述
べ
て
い
る
こ

と
を
素
直
に
受
け
れ
ば
、
信
前
の
念
仏
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
、
親
鸞
八
三
歳
の
頃
に
性
信
房
（
一
一
八
七
―
一
二
七

五
）
に
宛
て
た
書
簡
に
も
、
信
を
起
こ
す
念
仏
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
往
生
を
不
定
に
お
ぼ
し
め
さ
ん
ひ
と
は
、
ま
づ
わ
が

身
の
往
生
を
お
ぼ
し
め
し
て
、
御
念
仏
候
ふ
べ
し
。
わ
が
身
の
往
生
一
定
と
お
ぼ
し
め
さ
ん
ひ
と
は
、
仏
の
御
恩
を
お
ぼ
し
め
さ
ん

に
、
御
報
恩
の
た
め
に
、
御
念
仏
こ
こ
ろ
に
い
れ
て
申
し
て
、
世
の
な
か
安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
と
お
ぼ
し
め
す
べ
し
と
ぞ
、
お

ぼ
え
候
ふせ
」
と
あ
り
、
往
生
に
確
信
を
も
て
な
い
者
に
対
し
て
、「
ま
づ
わ
が
身
の
往
生
を
お
ぼ
し
め
し
て
、
御
念
仏
候
ふ
べ
し
」
と
、

信
を
起
こ
す
念
仏
を
勧
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
親
鸞
が
未
信
の
者
に
念
仏
を
勧
め
た
の
は
、
念
仏
を
唱
え
る
と
こ
ろ
に
見
仏
が
あ

り
、
そ
こ
に
信
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
親
鸞
が
七
六
歳
の
折
に
作
っ
た
「
淨
土
和
讃
」
に
説
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に

は
「
子
の
母
を
お
も
ふ
が
ご
と
く
に
て
、
衆
生
仏
を
憶
す
れ
ば
、
現
前
当
来
と
を
か
ら
ず
如
来
を
拝
見
う
た
が
は
ずぜ
」
と
あ
り
、
こ
こ

に
、
念
仏
に
伴
う
見
仏
が
明
確
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。「
現
前
当
来
」
と
は
、
八
三
歳
の
作
で
あ
る
『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
「
今
生
に

も
仏
を
み
た
て
ま
つ
り
、
当
来
に
も
か
な
ら
ず
仏
を
み
た
て
ま
つ
るそ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
歌
は
、
仏
を
思
っ
て
念
仏
す
れ
ば
現

生
に
お
い
て
間
違
い
な
く
、「
目
前
に
現
在
す
る
」
出
来
事
と
し
て
仏
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の

見
仏
を
「
疑
い
な
く
」・「
か
な
ら
ず
」
と
断
言
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
親
鸞
自
ら
の
見
仏
体
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
確
信
を
感
じ
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
親
鸞
に
と
っ
て
の
「
彼
仏
今
現
在
成
仏
」
の
内
実
で
あ
る
。

　

法
然
よ
り
教
え
ら
れ
た
こ
の
獲
信
の
構
造
は
、
親
鸞
の
終
生
に
お
い
て
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
、
親
鸞
八
五
歳
の
と
き

に
編
纂
し
た
『
西
方
指
南
抄
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
書
の
内
容
は
、
上
巻
で
「
法
然
上
人
御
説
法
事
」
が
説
か
れ
、
中
巻
本
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に
は
『
三
昧
発
得
記
』、
続
い
て
「
法
然
聖
人
御
夢
想
記
」・「
法
語
十
八
条
」・「
法
然
聖
人
臨
終
の
行
儀
」・「
諸
人
霊
夢
記
」
等
（
中

巻
末
以
下
は
省
略
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
浅
野
教
信
は
こ
れ
を
「
三
昧
発
得
記
は
、
法
然
上
人
の
御
説
法
に
続
く
、
法

然
上
人
の
体
験
と
し
て
示
さ
れ
、
そ
れ
に
続
い
て
善
導
・
法
然
二
師
対
面
の
夢
想
記
へ
と
続
き
、
十
八
条
の
法
語
を
は
さ
ん
で
、
上
人

の
臨
終
の
出
来
事
を
記
し
、
続
い
て
諸
人
の
感
得
し
た
霊
夢
を
記
すぞ
」
と
ま
と
め
て
い
る
が
、
こ
の
並
び
は
、【
Ⅰ
】
と
同
じ
で
あ
る
。

「
法
然
上
人
御
説
法
事
」
で
説
か
れ
る
こ
と
は
、
念
仏
す
れ
ば
必
ず
往
生
で
き
る
と
い
う
第
十
八
願
を
内
容
と
す
る
も
の
で
、【
Ⅰ
】
の

「
若
我
成
仏
十
方
衆
生
、
稱
我
名
號
下
至
十
聲
、
若
不
生
者
不
取
正
覺
」
に
相
当
し
、
そ
し
て
、『
三
昧
発
得
記
』・『
法
然
聖
人
臨
終
の

行
儀
』
で
説
か
れ
る
こ
と
は
、
法
然
の
見
仏
体
験
で
あ
り
、
そ
れ
は
【
Ⅰ
】
の
「
彼
仏
今
現
在
成
仏
」
の
表
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、「
諸
人
の
感
得
し
た
霊
夢
」
を
、
誰
で
も
見
仏
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
例
話
と
解
釈
す
れ
ば
、
そ
れ
は
【
Ⅰ
】
の
「
衆
生
稱

念
必
得
往
生
」
の
内
容
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
『
西
方
指
南
抄
』
は
【
Ⅰ
】
の
構
造
と
重
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
三
三
歳
の
折
に
法

然
か
ら
与
え
ら
れ
た
印
可
の
文
（【
Ⅰ
】）
に
順
じ
て
編
纂
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
こ
の
文
が
親
鸞
の
獲
信
に
お
い
て
如
何
に
重
要

で
あ
っ
た
か
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
『
選
択
集
』
は
、「
順
彼
仏
願
故
」
に
示
さ
れ
る
本
願
へ
の
絶
対
の
信
を
根
本
原
理
と
し
て
展
開
さ
れ
る
書
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

本
願
が
真
実
で
あ
る
こ
と
の
証
明
は
論
理
的
に
は
不
可
能
で
あ
り
、
自
ら
が
そ
れ
を
真
実
で
あ
る
と
感
じ
取
る
以
外
に
な
い
の
で
あ

る
。
と
い
う
こ
と
は
、
本
願
が
成
就
し
な
い
限
り
仏
に
な
ら
な
い
と
誓
う
第
十
八
願
が
真
実
で
あ
る
と
感
じ
取
る
た
め
に
は
、
そ
の
願

が
成
就
し
て
仏
に
な
っ
た
姿
を
見
る
と
い
う
体
験
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
原
理
を
示
し
た
も
の
が
、
法
然
が
自
ら
の
肖
像
画
に
記
し
た
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【
Ⅰ
】
の
文
で
、
そ
こ
に
は
、
第
十
八
願
を
聞
く
↓
念
仏
↓
見
仏
↓
本
願
へ
の
信
↓
往
生
の
確
信
と
い
う
、
見
仏
が
信
を
生
起
さ
せ
る

構
造
が
説
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
見
仏
の
体
験
な
き
者
は
『
選
択
集
』
を
正
し
く
読
む
こ
と

は
で
き
ず
、
か
え
っ
て
異
端
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
憂
い
か
ら
、
法
然
は
書
写
の
条
件
と
し
て
見
仏
の
有
無
を
問
題
に
し
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
『
選
択
集
』
を
書
写
し
た
弁
長
・
隆
寛
・
証
空
・
親
鸞
の
著
述
の
中
に
、
見
仏
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る

こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
現
在
に
お
い
て
親
鸞
の
見
仏
体
験
だ
け
は
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
さ
ら
な
る
論
証
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ

は
親
鸞
に
伝
わ
っ
た
念
仏
の
流
れ
が
示
さ
れ
る
「
行
巻
」
七
祖
引
文
の
検
証
で
、
そ
こ
に
念
仏
↓
見
仏
の
構
造
を
読
み
取
る
こ
と
で
あ

り
、
ま
た
、
そ
の
七
祖
引
文
の
要
に
位
置
す
る
六
字
釈た
に
見
仏
の
原
理
を
読
み
取
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ

る
こ
と
と
す
る
。

注（
1
）  

現
在
「
そ
の
外
一
人
あ
り
」
を
誰
に
す
る
か
と
い
う
論
義
は
あ
る
が
、
大
橋
俊
雄
は
「
信
空
・
湛
空
・
源
智
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
断
定
は
で
き
な

い
に
し
て
も
、
親
鸞
を
指
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
」（
大
橋
俊
雄
『
法
然
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
、
一
七
九
頁
）
と
記
し
て
い
る
が
、

そ
の
者
を
加
え
て
も
、
法
然
よ
り
正
式
に
書
写
を
許
さ
れ
た
者
は
九
人
ほ
ど
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
教
行
信
証
』「
後
序
」
に
あ
る
「
親
と
い
ひ
、

疎
と
い
ひ
、
こ
の
見
写
を
獲
る
の
徒
、
は
な
は
だ
も
っ
て
難
し
」（『
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
一
巻
、
法
藏
館
、
一
九
七
三
年
、
三
八
二
頁
）
と
一
致

す
る
。

（
2
）  

仏
書
刊
行
会
編
『
私
聚
百
因
縁
集
』（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
四
八
巻
、
名
著
普
及
会
、
一
九
八
三
年
）、
一
一
六
頁
。

（
3
）  

平
松
令
三
『
親
鸞
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、
一
一
一
頁
。

（
4
）  

大
橋
俊
雄
、
前
掲
『
法
然
』、
一
七
五
頁
。

（
5
）  

辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
』（
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
、
三
七
四
頁
）
に
、「
源
空
と
親
鸞
の
関
係
を
徴
す
べ
き
も
の
と
し
て
は
、
元
久
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元
年
（
一
八
六
四
）
源
空
が
叡
山
に
送
っ
た
七
箇
条
起
請
文
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
親
鸞
は
綽
空
と
署
名
し
、
百
八
十
余
人
の
連
署
中
第
八
十
六
番
に
記

し
て
い
る
よ
り
見
れ
ば
、
源
空
の
門
弟
で
は
あ
っ
た
が
、
余
り
重
き
を
成
し
て
は
い
な
か
っ
た
人
ら
し
い
」
と
あ
る
。

（
6
）  

『
浄
土
真
宗
聖
典
・
七
祖
篇
（
註
釈
版
）』
本
願
寺
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
一
一
八
二
頁
。

（
7
）  
石
田
瑞
麿
『
法
然
と
親
鸞
』
秋
山
叢
書
、
一
九
七
八
年
、
六
六
頁
。

（
8
）  
高
橋
弘
次
『
法
然
浄
土
教
の
諸
問
題
』
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
九
四
年
、
四
一
八
頁
。

（
9
）  
藤
田
宏
達
『
善
導
』
講
談
社
、
一
九
八
五
年
、
八
三
頁
。

（
10
）  

『
観
経
四
帖
疏
』（
大
正
蔵　

三
七
巻
）、
二
七
二
頁
ｂ
。
な
お
、
引
用
漢
文
は
、
執
筆
要
項
に
従
い
書
き
下
し
文
と
す
る
。
以
後
の
引
用
も
同
様
と

す
る
。

（
11
）  

『
選
択
集
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
七
巻
、
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
三
〇
年
）、
七
〇
頁
。

（
12
）  

高
橋
弘
次
、
前
掲
『
法
然
浄
土
教
の
諸
問
題
』、
四
一
八
頁
。

（
13
）  

同
右
、
四
二
〇
頁
。

（
14
）  

『
選
択
密
要
決
』
第
一
巻
（『
浄
土
宗
全
書
』
第
八
巻
、
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
二
八
年
）、
二
四
七
頁
。

（
15
）  

「
七
箇
条
起
請
文
」（
大
正
蔵　

八
三
巻
）、
一
六
七
頁
ｃ
。

（
16
）  

重
松
明
久
『
日
本
浄
土
教
成
立
過
程
の
研
究
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
四
年
、
三
八
七
頁
。

（
17
）  

『
新
漢
和
辞
典
』（
改
訂
版
）
大
修
館
書
店
、
一
九
八
四
年
、
一
〇
三
頁
。

（
18
）  

大
峯
顯
『
宗
教
と
詩
の
源
泉
』
法
藏
館
、
一
九
九
六
年
、
九
頁
。

（
19
）  

同
右
、
五
頁
。

（
20
）  

『
真
宗
聖
教
全
書　

第
三
巻
（
列
祖
部
）』
興
教
書
院
、
一
九
四
一
年
、
六
七
八
頁
。

（
21
）  

『
往
生
要
集
』（
大
正
蔵　

八
四
巻
）、
八
九
頁
ａ
。

（
22
）  

『
観
念
法
門
』（
大
正
蔵　

四
七
巻
）、
二
七
頁
ａ
。

（
23
）  

浅
井
成
海
「
来
迎
思
想
│
│
法
然
と
そ
の
門
下
（
二
）」（『
龍
谷
大
学
論
集
』
第
四
〇
〇
・
四
〇
一
合
併
号
、
一
九
七
三
年
）、
一
五
六
頁
。

（
24
）  

『
選
択
集
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
七
巻
）、
一
二
頁
。

（
25
）  

田
村
圓
澄
「
法
然
伝
の
諸
問
題
」（
伊
藤
唯
真
・
玉
山
成
元
編
『
法
然
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）、
二
八
八
頁
。

（
26
）  

嵐
瑞
徴
「
法
然
上
人
の
『
三
昧
発
得
記
』
の
研
究
」（
伊
藤
唯
真
・
玉
山
成
元
編
、
前
掲
『
法
然
』）、
四
一
六
頁
。

（
27
）  

伊
藤
唯
信
『
浄
土
宗
の
成
立
と
展
開
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
、
九
六
頁
。
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（
28
）  

藤
堂
恭
俊
『
法
然
上
人
研
究
』
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
八
三
年
、
一
一
五
頁
。

（
29
）  

河
智
義
邦
「
法
然
浄
土
教
に
お
け
る
三
昧
発
得
の
意
義
」（『
宗
学
院
論
集
』
第
七
〇
号
、
一
九
九
八
年
）、
一
一
四
頁
。

（
30
）  

『
三
昧
発
得
記
』（『
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
五
巻
、
法
藏
館
、
一
九
七
六
年
）、
一
一
三
頁
。

（
31
）  
同
右
、
一
七
七
頁
。

（
32
）  
「
法
然
聖
人
臨
終
行
儀
」（『
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
五
巻
）、
一
三
五
頁
。

（
33
）  

同
右
。

（
34
）  

『
選
択
集
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
七
巻
、
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
二
九
年
）、
七
五
頁
。

（
35
）  

高
橋
弘
次
『
続
法
然
浄
土
教
の
諸
問
題
』
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
〇
五
年
、
三
〇
八
頁
。

（
36
）  

平
松
令
三
「
親
鸞
の
生
涯
」（
真
宗
教
団
連
合
編
『
親
鸞
』
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）、
五
九
頁
、
法
然
「
選
択
相
伝
の
御
影
」
参
照
。

（
37
）  

平
松
令
三
は
、「
そ
こ
で
こ
の
（
妙
源
寺
の
）
名
号
と
讃
銘
の
筆
跡
を
、
既
に
法
然
の
自
筆
と
認
定
せ
ら
れ
て
い
る
他
の
筆
跡
と
比
較
し
て
み
る
と
、

ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
と
認
め
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
」（
括
弧
内
、
筆
者
注
）
と
記
し
て
い
る
。
平
松
令
三
、
前
掲
「
親
鸞
の
生
涯
」、
五
八
頁
。

（
38
）  

『
往
生
礼
讃
』（
大
正
蔵　

四
七
巻
）、
四
四
七
頁
ｃ
。

（
39
）  

平
松
令
三
、
前
掲
「
親
鸞
の
生
涯
」、
五
八
頁
。

（
40
）  

『
選
択
集
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
七
巻
）、
一
六
頁
。

（
41
）  

『
漢
語
灯
録
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
九
巻
、
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
二
九
年
）、
三
一
九
頁
。

（
42
）  

『
往
生
礼
讃
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
四
巻
、
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
二
九
年
）、
三
七
六
頁
。
読
み
は
『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）』（
本
願
寺
出
版

社
、
一
九
九
六
年
）、
一
二
四
頁
に
よ
る
。

（
43
）  

『
観
無
量
寿
経
釈
』（
大
橋
俊
雄
『
法
然
全
集
』
春
秋
社
、
一
九
八
九
年
）、
二
三
三
頁
。

（
44
）  

「
念
仏
三
昧
発
得
事
」（『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
〇
巻
、
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
二
九
年
）、
二
一
九
頁
。

（
45
）  

「
常
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」（
望
月
信
亨
編
『
法
然
上
人
全
集
』
浄
土
教
報
社
、
一
九
二
七
年
）、
五
三
一
頁
。

（
46
）  

石
田
瑞
麿
『
日
本
仏
教
思
想
』
第
三
巻
、
法
藏
館
、
一
九
八
六
年
、
四
四
〇
頁
。

（
47
）  

平
松
令
三
、
前
掲
「
親
鸞
の
生
涯
」、
五
五
頁
。

（
48
）  

『
三
昧
発
得
記
』（『
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
五
巻
）、
一
一
三
頁
。

（
49
）  

「
津
戸
三
郎
へ
ゆ
か
は
す
御
返
事　

其
三
」（
望
月
信
亨
編
『
法
然
上
人
全
集
』）、
五
〇
〇
頁
。

（
50
）  

『
三
昧
発
得
記
』（『
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
五
巻
）、
一
一
四
頁
。
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（
51
）  

「
別
時
念
仏
事
」（『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
〇
巻
）、
二
一
〇
頁
。

（
52
）  

重
松
明
久
、
前
掲
『
日
本
浄
土
教
成
立
過
程
の
研
究
』、
四
二
〇
頁
。

（
53
）  

『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』（
望
月
信
亨
編
『
法
然
上
人
全
集
』）、
二
五
三
頁
。

（
54
）  
大
橋
俊
雄
『
法
然
と
浄
土
教
団
』
教
育
社
、
一
九
八
〇
年
、
七
六
頁
。

（
55
）  
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』（
望
月
信
亨
編
『
法
然
上
人
全
集
』）、
一
〇
二
一
頁
。

（
56
）  
同
右
。

（
57
）  

「
常
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」（
望
月
信
亨
編
『
法
然
上
人
全
集
』）、
五
三
五
頁
。

（
58
）  

「
没
後
起
誡
文
」（
望
月
信
亨
編
『
法
然
上
人
全
集
』）、
四
二
八
頁
。

（
59
）  

浅
井
成
海
『
法
然
と
そ
の
門
弟
の
教
義
研
究
』
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
四
年
、
五
四
九
頁
。

（
60
）  

浅
井
成
海
「
来
迎
思
想
│
│
法
然
と
そ
の
門
下
（
一
）」（『
龍
谷
大
学
論
集
』
三
九
三
号
、
一
九
七
〇
年
）、
一
六
四
頁
。

（
61
）  

石
田
瑞
麿
『
日
本
浄
土
教
思
想
研
究
』
第
三
巻
、
法
藏
館
、
一
九
八
六
年
、
四
四
九
頁
。

（
62
）  

『
浄
土
宗
要
集
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
〇
巻
）、
一
七
二
頁
。

（
63
）  

同
右
、
二
一
三
頁
。

（
64
）  

「
念
仏
三
昧
発
得
事
」（『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
〇
巻
）、
二
一
九
頁
。

（
65
）  

『
聖
光
上
人
伝
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
七
巻
）、
三
九
四
頁
。

（
66
）  

大
谷
大
学
文
学
史
研
究
会
編
『
明
義
進
行
集
』
法
藏
館
、
二
〇
〇
一
年
、
一
五
八
頁
。

（
67
）  

禿
了
真
「
隆
寛
浄
土
教
の
研
究
」（『
龍
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
三
五
号
、
二
〇
一
三
年
）、
一
一
五
頁
。

（
68
）  

幸
西
・
長
西
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
資
料
を
確
認
し
て
い
な
い
が
、
同
様
に
念
仏
に
伴
う
見
仏
が
説
か
れ
て
い
る
と
推
測
す
る
。

（
69
）  

浅
井
成
海
、
前
掲
「
来
迎
思
想
│
│
法
然
と
そ
の
門
下
（
二
）」、
一
五
七
頁
。

（
70
）  

藤
吉
慈
海
「
見
仏
と
三
昧
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
六
七
号
、
一
九
八
五
年
）、
六
頁
。

（
71
）  

金
治
勇
「
浄
土
教
と
神
秘
主
義
」（
日
本
仏
教
学
会
編
『
仏
教
に
お
け
る
神
秘
思
想
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
七
年
）、
一
三
七
頁
。

（
72
）  

『
教
行
信
証
』（
大
正
蔵　

八
三
巻
）、
六
四
三
頁
ａ
。

（
73
）  

『
三
昧
発
得
記
』（『
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
五
巻
）、
一
一
五
頁
。

（
74
）  

『
善
信
聖
人
絵
』（『
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
四
巻
、
法
藏
館
、
一
九
七
六
年
）、
一
〇
二
頁
。

（
75
）  

同
右
。
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『選択集』書写の条件としての見仏

（
76
）  

中
村
元
『
佛
教
語
大
辞
典　

縮
刷
版
』
東
京
書
籍
、
一
九
八
一
年
、
六
九
九
頁
。

（
77
）  

同
右
、
二
六
〇
頁
。

（
78
）  

星
野
元
豊
『
講
解
教
行
信
証
化
身
土
の
巻
・
総
索
引
』
法
藏
館
、
一
九
九
四
年
、
二
二
二
九
頁
。

（
79
）  
山
辺
習
学
・
赤
沼
智
善
共
著
『
教
行
信
証
講
義　

教
行
の
巻
』
法
藏
館
、
一
九
五
一
年
、
二
七
四
頁
。

（
80
）  
『
坂
東
本
』（『
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
一
巻
）、
八
一
頁
。

（
81
）  

『
往
生
礼
讃
』（
大
正
蔵　

四
七
巻
）、
四
四
〇
頁
ｂ
。

（
82
）  

『
一
念
多
念
文
意
』（『
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
、
法
藏
館
、
一
九
七
三
年
）、
一
二
五
頁
。

（
83
）  

『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』（『
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
）、
一
二
九
頁
。

（
84
）  

『
淨
土
和
讃
』（『
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
二
巻
、
法
藏
館
、
一
九
七
五
年
）、
七
〇
頁
。

（
85
）  

『
尊
号
真
像
銘
文
』（『
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
）、
八
三
頁
。

（
86
）  

浅
野
教
信
「
西
方
指
南
抄
に
お
け
る
三
昧
発
得
記
に
つ
い
て
」（『
龍
谷
大
学
論
集
』
三
五
〇
周
年
記
念
論
文
集
）、
四
三
頁
。

（
87
）  

六
字
釈
の
新
た
な
解
釈
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
親
鸞
六
字
釈
の
研
究
」（『
東
ア
ジ
ア
仏
教
研
究
』
第
一
四
号
、
二
〇
一
六
年
）
並
び
に
、
同
「
親
鸞

六
字
釈
と
密
教
の
研
究
」（『
ア
ジ
ア
社
会
文
化
研
究
』
第
一
七
号
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。
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Hōnen’s Senchakushū and Shinran’s Nembutsu Practices

TANAKA Kazuo

Hōnen (1133-1212), founder of the Jōdo-shū school of Japanese Pure Land 
Buddhism, did not initially disclose to the general public his major work 
Senchaku Hongan Nembutsushū (Passages on the Selection of the Nembutsu 
in the Original Vow), abbreviated to Senchakushū. He was afraid that most 
people would not understand the work which was based on his deeply-
personal religious experiences through nembutsu chanting.
　Instead, Hōnen selected only six of his senior disciples and let them copy 
the whole work. It seems that he trusted them as capable of comprehend-
ing his true intention.
　Shinran (1173-1263) was one of those six chosen disciples. Hōnen’s rare 
permission indicates that he approved Shiran’s faith and commitment in 
his nembutsu practices. This thesis investigates the elements of Shinran’s 
thought which convinced Hōnen to give permission to him.


