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本
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は
、
二
〇
一
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年
に
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）
の
「
宗
祖
親
鸞
聖
人

七
百
五
十
回
御
遠
忌
」
を
記
念
し
て
出
版
さ
れ
た
『
シ
リ
ー
ズ
親
鸞
』
全
十
巻

（
筑
摩
書
房
刊
）
よ
り
、
第
三
巻
『
釈
尊
か
ら
親
鸞
へ
―
七
祖
の
伝
統
』
を
文

庫
化
し
た
も
の
で
す
。



凡
例

＊
本
文
中
、
史
資
料
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
東
本
願
寺
出
版
（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
）
発
行
『
真

宗
聖
典
』
を
使
用
し
た
。

＊
『
真
宗
聖
典
』
収
録
以
外
の
引
用
に
つ
い
て
は
、『
真
宗
聖
教
全
書
』（
大
八
木
興
文
堂
）、『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』

（
法
藏
館
）、『
浄
土
宗
全
書
』（
山
喜
房
佛
書
林
）
な
ど
に
依
拠
し
た
。

＊
本
書
の
引
用
文
に
つ
い
て
は
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
、
漢
文
を
書
き
下
し
文
に
、
文
字
の
一
部
を
か
な
に
改

め
、
新
字
新
か
な
を
用
い
た
。
ま
た
、
適
宜
ル
ビ
を
施
し
た
。



9   はじめに

は
じ
め
に

比
叡
山
と
の
訣
別

若
き
日
の
親
鸞
の
す
が
た
を
証
言
す
る
貴
重
な
文
が
あ
る
。
親
鸞
の
妻
、
恵え

信し
ん

尼に

の
手
紙

で
あ
る
。
親
鸞
が
意
を
決
し
て
比
叡
山
を
お
り
た
時
の
こ
と
を
描
写
し
て
い
る
。

約
二
十
年
に
わ
た
る
比
叡
山
で
の
修
行
を
打
ち
切
り
、
親
鸞
は
山
を
お
り
た
。
京
都
の
町

角
に
お
り
た
っ
た
親
鸞
は
六
角
堂
に
参
籠
し
、
つ
い
で
東
山
の
ふ
も
と
、
吉よ

し

水み
ず

に
草
庵
を
か

ま
え
て
い
た
法
然
の
も
と
を
た
ず
ね
た
。
時
に
親
鸞
、
二
十
九
歳
で
あ
っ
た
。

親
鸞
は
法
然
を
中
心
と
し
た
吉
水
の
教
団
に
仏
教
の
原
点
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。

恵
信
尼
は
手
紙
の
中
で
、
そ
の
時
の
親
鸞
の
よ
う
す
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

山
（
比
叡
山
）
を
出
で
て
、
六
角
堂
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
い
て
、
後ご

世せ

を
祈
ら
せ
給
い
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け
る
に
、
九
十
五
日
の
あ
か
月
、
聖
徳
太
子
の
文も

ん

を
む
す
び
て
、
示じ

現げ
ん

に
あ
ず
か
ら
せ

給
い
て
候
い
け
れ
ば
、
や
が
て
そ
の
あ
か
月
、
出
で
さ
せ
給
い
て
、
後
世
の
助
か
ら
ん

ず
る
縁
に
あ
い
ま
い
ら
せ
ん
と
、
た
ず
ね
ま
い
ら
せ
て
、
法
然
上
人
に
あ
い
ま
い
ら
せ

て
、
又
、
六
角
堂
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
い
て
候
い
け
る
よ
う
に
、
又
、
百
か
日
、
降
る

に
も
照
る
に
も
、
い
か
な
る
大
事
に
も
、
参
り
て
あ
り
し
に
、
た
だ
、
後
世
の
事
は
、

善
き
人
に
も
悪
し
き
に
も
、
同
じ
よ
う
に
、
生

し
よ
う

死じ

出
ず
べ
き
み
ち
を
ば
、
た
だ
一
筋
に

仰
せ
ら
れ
候
い
し
を
う
け
給
わ
り
さ
だ
め
て
候
い
し
か
ば
、
上
人
の
わ
た
ら
せ
給
わ
ん

と
こ
ろ
に
は
、
人
は
い
か
に
も
申
せ
、
た
と
い
悪
道
に
わ
た
ら
せ
給
う
べ
し
と
申
す
と

も
、
世せ

せ々

生し
よ
う

々じ
よ
うに
も
迷
い
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
、
と
ま
で
思
い
ま
い
ら
す
る
身
な

れ
ば
と
、よ
う
よ
う
に
人
の
申
し
候
い
し
時
も
仰
せ
候
い
し
な
り
。　
　
（『
恵
信
尼
消
息
』）

比
叡
山
は
日
本
の
仏
教
の
中
心
地
で
あ
る
。
そ
の
比
叡
山
と
訣け

つ

別べ
つ

す
る
決
意
を
か
た
め
た

親
鸞
の
こ
こ
ろ
の
う
ち
は
推
測
す
る
し
か
な
い
が
、
親
鸞
の
こ
こ
ろ
の
叫
び
と
お
も
わ
れ
る

二
つ
の
証
言
が
あ
る
。
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「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」

一
つ
は
、
親
鸞
自
身
の
証
言
で
あ
る
。

親
鸞
は
主
著
の
『
教
行
信
証
』
の
末
尾
に
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

し
か
る
に
愚ぐ

禿と
く

釈し
や
くの

鸞ら
ん

、
建
仁
辛か

の
との

酉と
り

の
暦れ

き

、
雑ぞ

う

行ぎ
よ
うを

棄す

て
て
本
願
に
帰
す
。

親
鸞
は
み
ず
か
ら
の
人
生
の
決
定
的
瞬
間
を
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
表
現
し

た
。
二
十
年
に
お
よ
ぶ
比
叡
山
で
の
修
行
を
「
雑
行
」
と
い
う
こ
と
ば
で
総
括
し
て
い
る
。

驚
く
ほ
ど
の
思
想
の
単
純
化
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
偉
大
な

思
想
は
こ
の
単
純
化
か
ら
始
ま
る
と
い
え
よ
う
。「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
は
生

き
方
の
決
意
を
示
す
こ
と
ば
で
あ
る
。

「
雑
行
」
は
後
に
あ
げ
る
中
国
の
善ぜ

ん

導ど
う

大
師
（
六
一
三
～
六
八
一
）
が
も
ち
い
た
用
語
で
、
阿

弥
陀
仏
以
外
の
も
の
に
こ
こ
ろ
を
ふ
り
向
け
る
す
べ
て
の
行
を
い
う
。
あ
れ
も
こ
れ
も
と
、



12

い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
入
り
ま
じ
る
行
で
あ
る
。
仏
道
修
行
の
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
行
を
修

し
、
さ
ま
ざ
ま
な
善ぜ

ん

根ご
ん

を
積
む
の
で
、「
万
行
・
諸
善
」
と
も
い
う
。
日
本
の
仏
教
の
主
流

は
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
行
を
修
し
、
善
根
を
積
ん
だ
か
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
た
。

親
鸞
は
法
然
と
の
出
会
い
を
通
し
て
、
そ
う
し
た
旧
来
の
仏
教
理
解
を
「
雑
行
」
と
名
づ

け
、
た
も
と
を
分
か
つ
決
断
を
し
た
の
で
あ
る
。
あ
れ
も
こ
れ
も
で
は
な
い
。「
た
だ
こ
の

こ
と
一
つ
」
と
い
う
道
へ
と
一
歩
踏
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
法
然
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、

新
し
い
仏
教
の
理
解
の
眼
が
開
か
れ
た
。
そ
の
よ
ろ
こ
び
と
感
動
を
「
し
か
る
に
愚
禿
釈
の

鸞
、
建
仁
辛
の
酉
の
暦
、
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
記
し
た
と
い
え
る
。

親
鸞
は
一
一
八
一
（
養
和
元
）
年
、
九
歳
で
出
家
得
度
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。「
建
仁

辛
の
酉
の
暦
」
の
一
二
〇
一
（
建
仁
元
）
年
は
二
十
九
歳
に
あ
た
る
。
親
鸞
は
少
年
期
か
ら

青
年
期
に
か
け
て
の
二
十
年
を
比
叡
山
で
修
行
生
活
を
し
た
。
人
生
の
い
ち
ば
ん
多
感
な
時

期
を
比
叡
山
で
の
仏
道
修
行
に
明
け
暮
れ
た
の
で
あ
る
。

人
生
の
宝
と
も
い
う
べ
き
思
春
期
か
ら
青
年
期
の
す
べ
て
を
捧
げ
た
比
叡
山
で
の
日
々
を

「
雑
行
」
と
い
い
き
っ
て
し
ま
う
に
は
、
あ
ま
り
に
も
貴
重
な
年
月
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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よ
ろ
こ
び
、
哀
し
み
、
は
じ
け
る
よ
う
な
笑
い
、
や
り
場
の
な
い
怒
り
と
い
っ
た
、
人
生
の

種
が
つ
ま
っ
た
歳
月
に
「
棄
て
る
」
と
い
う
か
た
ち
で
別
れ
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
い
っ
た
い
親
鸞
の
こ
こ
ろ
の
う
ち
に
何
が
わ
き
お
こ
っ
た
の
か
。
親
鸞
に
興
味
を
も
つ

者
の
共
通
の
関
心
事
と
い
え
よ
う
。

親
鸞
自
身
は
み
ず
か
ら
の
人
生
の
転
換
点
を
「
本
願
に
帰
す
」
と
簡
潔
に
記
す
の
み
で
あ

る
。

『
恵
信
尼
消
息
』
に
描
か
れ
た
親
鸞

親
鸞
の
若
き
日
の
す
が
た
を
明
ら
か
に
す
る
も
う
一
つ
の
証
言
が
あ
る
。
そ
れ
が
冒
頭
に

か
か
げ
た
妻
の
恵
信
尼
の
手
紙
で
あ
る
。

『
恵
信
尼
消
息
』
は
一
九
二
一
（
大
正
十
）
年
の
初
冬
、
鷲わ

し

尾お

教き
よ
う

導ど
う

師
（
一
八
七
五
～

一
九
二
八
）
に
よ
っ
て
西
本
願
寺
の
宝
庫
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
親
鸞
の
晩
年
か
ら
亡
く
な
っ

た
後
に
か
け
て
の
十
数
年
に
わ
た
る
恵
信
尼
の
手
紙
で
あ
る
。
越
後
（
新
潟
県
）
に
い
た
恵
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信
尼
が
娘
の
覚か

く

信し
ん

尼に

に
あ
て
て
送
っ
た
手
紙
十
通
が
、『
大
無
量
寿
経
』
を
写
経
し
た
断
簡

と
と
も
に
、
数
百
年
ぶ
り
に
日
の
目
を
見
た
の
で
あ
る
。

明
治
以
降
、
西
洋
か
ら
実
証
主
義
の
考
え
方
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
。
歴
史
上
の
こ
と

も
、
確
か
な
証
拠
が
な
け
れ
ば
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
学
問
方
法
の
中

で
、
自
己
の
身
辺
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
極
度
に
少
な
か
っ
た
親
鸞
に
対
し
て
、
一
部
の
人

た
ち
か
ら
そ
の
実
在
さ
え
疑
わ
れ
る
時
期
が
あ
っ
た
。

『
恵
信
尼
消
息
』
の
発
見
は
、
そ
う
し
た
疑
い
を
一
挙
に
は
ら
す
も
の
だ
っ
た
。「
史
上
の

親
鸞
」
が
そ
の
す
が
た
を
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
真
宗
門
徒
（
信
者
）
の
間
で
「
御ご

開か
い

山さ
ん

の
御
苦
労
」
と
い
う
物
語
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
親
鸞
の
青
年
期
、
壮
年
期
の
す
が

た
が
、
妻
の
恵
信
尼
の
手
紙
の
中
に
生
き
生
き
と
し
た
た
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

法
然
と
の
出
会
い

そ
の
中
で
も
重
要
な
の
は
、
親
鸞
が
法
然
に
出
会
っ
た
時
の
描
写
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
自
身
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が
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
簡
潔
に
記
し
た
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
恵
信
尼
は

臨
場
感
あ
ふ
れ
る
筆
致
で
え
が
い
て
い
る
。

『
恵
信
尼
消
息
』
に
よ
れ
ば
、
親
鸞
は
比
叡
山
を
出
て
、
六
角
堂
に
百
日
参さ

ん

籠ろ
う

の
起き

請し
ょ
うを
た

て
た
と
い
う
。
九
十
五
日
目
に
、
聖
徳
太
子
に
関
わ
る
示
現
に
あ
ず
か
り
、
た
だ
ち
に
法
然

を
た
ず
ね
た
が
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
百
日
の
間
、
法
然
の
も
と
に
か
よ
っ
て
い
る
。
百
日
参

籠
の
起
請
と
同
じ
期
間
を
法
然
の
い
る
吉
水
に
通
う
こ
と
に
あ
て
て
い
る
。
親
鸞
に
と
っ
て

百
日
の
吉
水
参
勤
は
第
二
の
参
籠
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
あ
る
い
は
、
は
じ
め
の
六
角
堂

の
百
日
参
籠
が
九
十
五
日
で
中
断
し
た
こ
と
を
思
え
ば
、
本
当
の
意
味
で
の
百
日
参
籠
が
吉

水
参
勤
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

親
鸞
が
そ
う
し
て
百
日
の
間
、
一
日
も
欠
か
さ
ず
法
然
の
も
と
に
通
っ
て
自
分
の
眼
で
確

か
め
た
か
っ
た
の
は
、「
た
だ
、
後
世
の
事
は
、
善
き
人
に
も
悪
し
き
に
も
、
同
じ
よ
う
に
、

生
死
出
ず
べ
き
み
ち
を
ば
、
た
だ
一
筋
に
仰
せ
ら
れ
候
い
し
」
と
い
う
、
法
然
の
す
が
た
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
親
鸞
が
眼
前
の
事
実
と
し
て
「
う
け
給
わ
り
さ
だ
め
」
た
か
っ
た
の

は
何
か
。
そ
れ
は
法
然
が
、
そ
の
語
る
こ
と
ば
の
通
り
に
、
善
人
で
あ
ろ
う
と
悪
人
で
あ
ろ
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う
と
、「
ひ
と
を
え
ら
ば
な
い
」
念
仏
の
人
で
あ
る
と
い
う
単
純
な
事
実
で
あ
っ
た
と
思
う
。

「
ま
ち
の
念
仏
」

親
鸞
が
お
り
に
ふ
れ
て
語
っ
た
こ
と
ば
が
『
歎た

ん

異に

抄し
よ
う』

に
の
こ
さ
れ
て
い
る
。

弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て

念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
摂せ

つ

取し
ゆ

不ふ

捨し
や

の
利り

益や
く

に
あ
ず
け
し
め
た
ま
う
な
り
。
弥
陀
の
本
願
に
は
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
。

た
だ
信
心
を
要
と
す
と
し
る
べ
し
。
そ
の
ゆ
え
は
、
罪
悪
深じ

ん

重じ
ゆ
う

煩
悩
熾し

盛じ
よ
うの

衆
生
を

た
す
け
ん
が
た
め
の
願
に
て
ま
し
ま
す
。
し
か
れ
ば
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
、
他
の
善
も

要
に
あ
ら
ず
、
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
え
に
。
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
、
弥

陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
が
ゆ
え
に
と
云
々
。
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『
歎
異
抄
』
の
本
文
の
は
じ
め
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
こ
の
こ
と
ば
は
、
親
鸞
の
信
仰
を
凝

縮
し
て
い
る
も
の
と
受
け
と
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
弥
陀
の
本
願
の
本
質
を
「
老
少
善
悪
の
ひ

と
を
え
ら
ば
れ
ず
」
と
単
純
明
瞭
に
い
い
あ
て
て
い
る
。
光
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
も
平
等

に
照
ら
す
よ
う
に
、
無
量
の
光
明
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
は
一
切
の
も
の
を
平
等
に
照
ら
し
だ

す
。「
老
少
・
善
悪
」
と
い
う
人
間
の
相
対
的
な
す
が
た
を
え
ら
ば
な
い
。
た
だ
そ
の
光
に

向
か
っ
て
ま
っ
す
ぐ
に
向
き
合
う
「
信
心
」
の
み
を
必
要
と
す
る
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と

如
来
の
本
願
を
信
じ
る
信
心
の
み
が
、
阿
弥
陀
如
来
と
人
と
を
つ
な
ぐ
唯
一
の
架
け
橋
で
あ

る
。そ

の
如
来
の
本
願
を
説
く
法
然
も
「
ひ
と
を
え
ら
ば
な
い
」
光
の
人
で
あ
っ
た
。
後
年
、

七
十
六
歳
に
な
っ
た
親
鸞
は
、
か
つ
て
若
き
日
に
出
会
っ
た
法
然
を
憶
い
起
こ
し
て
、

源
空
（
法
然
）
光
明
は
な
た
し
め

　

門
徒
に
つ
ね
に
み
せ
し
め
き

　

賢
哲
愚ぐ

夫ぶ

も
え
ら
ば
れ
ず
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豪
貴
鄙ひ

賤せ
ん

も
へ
だ
て
な
し 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
高
僧
和
讃
』
源
空
讃
）

と
讃
嘆
し
て
い
る
。

事
実
、
法
然
の
吉
水
の
草
庵
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
集
ま
っ
て
い
た
。
前さ

き

の
関
白
太
政

大
臣
の
九
条
兼か

ね

実ざ
ね

を
は
じ
め
と
す
る
公
卿
も
い
る
。『
平
家
物
語
』
の
一
の
谷
の
合
戦
で
有

名
な
熊
谷
直な

お

実ざ
ね

な
ど
の
武
家
も
い
る
。
当
時
の
唱
導
（
説
教
）
の
大
家
だ
っ
た
聖せ

い

覚か
く

法
印
な

ど
の
僧
侶
も
い
る
。
そ
の
他
、
多
く
の
庶
民
や
耳
四
郎
と
い
う
盗
賊
も
い
た
と
い
う
。
社
会

の
坩る

つ
ぼ堝
の
観
を
呈
し
て
い
た
。
吉
水
の
教
団
は
念
仏
の
教
団
だ
っ
た
が
、
そ
の
念
仏
は
、
比

叡
山
に
伝
統
さ
れ
て
き
た
「
や
ま
の
念
仏
」
に
対
し
て
、「
ま
ち
の
念
仏
」
だ
っ
た
と
い
え

よ
う
。

万
人
に
開
か
れ
た
仏
教

「
や
ま
」
は
日
本
仏
教
の
伝
統
的
な
権
威
を
象
徴
し
て
い
る
。
古
来
、「
八
宗
（
倶く

舎し
や

・
成

じ
よ
う
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実じ
つ

・
律り

つ

・
法ほ

つ

相そ
う

・
三さ

ん

論ろ
ん

・
天て

ん

台だ
い

・
華け

厳ご
ん

・
真し

ん

言ご
ん

）」
と
い
わ
れ
た
旧
来
の
仏
教
教
団
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
宗
に
し
た
が
っ
た
精
緻
な
学
問
と
修
行
の
方
法
が
伝
統
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
伝
統
的
な

教
団
の
枠
組
み
の
中
に
い
る
か
ぎ
り
、
幾
重
に
も
階
層
的
に
細
分
化
さ
れ
た
行
法
に
邁
進
す

る
こ
と
は
、
有
効
な
修
行
方
法
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
の
仏
道
修
行
の
成
果
は
、
万
人
に
広
開
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
八
宗
と

い
う
伝
統
社
会
の
中
で
の
有
効
性
で
あ
り
、
専
門
性
で
あ
っ
た
。
一
般
の
人
々
と
の
接
点

は
、
そ
の
高
度
の
専
門
性
へ
の
畏
敬
か
ら
派
生
す
る
呪
術
的
側
面
に
あ
っ
た
。

法
然
に
し
ろ
、
親
鸞
に
し
ろ
、
そ
う
し
た
「
や
ま
」
の
伝
統
的
権
威
と
訣
別
し
て
、「
ま

ち
」
の
中
に
身
を
置
い
た
の
で
あ
る
。「
ま
ち
」
は
種
々
雑
多
な
思
考
や
行
動
様
式
が
交
差

す
る
世
俗
空
間
で
あ
る
。
特
定
の
構
成
員
だ
け
に
通
用
す
る
慣
行
や
規
範
か
ら
逸
脱
す
る

人
々
が
多
数
い
る
。
そ
れ
が
現
実
の
社
会
の
す
が
た
で
あ
る
。
旧
来
の
伝
統
的
な
仏
教
教
団

の
教
義
が
、
ど
れ
ほ
ど
精
緻
で
壮
麗
を
き
わ
め
て
い
よ
う
と
、
現
実
の
前
で
は
間
に
合
わ
な

い
の
で
あ
る
。

法
然
の
も
と
に
集
ま
っ
た
人
々
は
、「
賢
哲
・
愚
夫
、
豪
貴
・
鄙
賤
」
と
い
わ
れ
る
よ
う



20

に
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
階
層
に
属
す
る
人
々
だ
っ
た
。
そ
の
社
会
的
身
分
や
門
地
、
知

識
や
能
力
、
性
別
の
ち
が
い
を
突
き
ぬ
け
て
、「
た
だ
念
仏
し
て
」
の
一
点
で
、
み
な
、
お

な
じ
く
、
ひ
と
し
く
、
一
つ
に
出
会
う
こ
と
の
で
き
る
場
所
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
「
念
仏

の
僧さ

ん

伽が

」
が
法
然
の
吉
水
教
団
だ
っ
た
と
い
え
る
。

親
鸞
は
、「
善
き
人
に
も
悪
し
き
に
も
、
同
じ
よ
う
に
、
生

し
よ
う

死じ

出
ず
べ
き
み
ち
を
ば
、
た

だ
一
筋
に
仰
せ
ら
れ
候
い
し
」
と
、
そ
の
法
然
の
す
が
た
に
真
正
の
仏
教
を
見
い
だ
し
た
。

そ
れ
は
遠
く
仏
陀
釈
尊
が
、

か
れ
ら
〔
耳
あ
る
人
び
と
〕
に
甘
露
の
法
門
が
開
か
れ
た
の
だ
。

耳
あ
る
人
び
と
は
〔
聴
け
〕
己
れ
の
信
を
離
れ
よ
。　
　
　
　
（
山
口
益
す
す
む

編
『
仏
教
聖
典
』）

と
、
高
ら
か
に
宣
言
し
た
万
人
に
開
か
れ
た
仏
教
が
現
前
し
て
い
た
の
で
あ
る
。



序
章
　
仏
教
の
核
心
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普
遍
宗
教
と
し
て

仏
陀
釈
尊
の
教
え
と
し
て
、
原
始
経
典
に
定
型
句
の
よ
う
に
説
か
れ
る
こ
と
ば
が
あ
る
。

生
ま
れ
に
よ
っ
て
賤
し
い
人
と
な
る
の
で
は
な
い
。

生
ま
れ
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ
ン
と
な
る
の
で
は
な
い
。

行
為
に
よ
っ
て
賤
し
い
人
と
も
な
り
、
行
為
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ
ン
と
も
な
る
。

（
中
村
元
は
じ
め
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
―
―
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』）

釈
尊
は
人
間
を
苦
悩
か
ら
解
放
す
る
法
を
説
い
た
が
、
こ
こ
に
具
体
的
な
解
決
の
道
が
示

さ
れ
て
い
る
。

も
と
よ
り
人
間
の
苦
悩
の
も
と
は
、
善
し
悪
し
の
思
い
に
か
た
く
な
に
固
執
し
て
い
る
自

我
意
識
に
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
そ
の
善
し
悪
し
に
固
着
す
る
自
我
意
識
が
た
だ
個
人
の

意
識
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
が
社
会
意
識
と
し
て
実
体
化
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
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個
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
関
係
の
中
に
い
る
。
個
人
が
ど
の
よ
う
な
社
会
関
係
に
位
置
し

て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
個
人
の
意
識
形
成
は
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
宗
教
は
日
常
意
識

か
ら
の
離
脱
、
ま
た
は
変
革
を
う
な
が
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
日
常
意
識
を
個
人

の
こ
こ
ろ
の
中
で
の
で
き
ご
と
と
み
な
す
か
、
社
会
関
係
の
反
映
と
し
て
と
ら
え
る
か
に

よ
っ
て
、
同
じ
宗
教
現
象
と
い
っ
て
も
、
そ
の
作
用
面
は
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
。

既
存
の
社
会
関
係
を
不
動
の
も
の
と
し
て
、
そ
の
中
で
個
人
の
意
識
を
純
化
し
て
い
く
宗

教
は
、
結
果
的
に
そ
の
社
会
関
係
を
よ
り
強
化
し
、
補
完
す
る
も
の
と
な
る
。
い
わ
ゆ
る
民

族
宗
教
の
構
造
的
閉
鎖
性
が
そ
こ
に
あ
る
。

一
方
、
同
じ
宗
教
で
も
、
個
人
の
日
常
意
識
を
問
題
と
し
、
そ
の
日
常
意
識
か
ら
超
え
出

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
、
そ
の
個
人
の
意
識
を
変
革
す
る
起
点
に
社
会
関
係
へ
の
視
座
を

も
つ
宗
教
は
、
民
族
を
こ
え
た
ひ
ろ
が
り
を
も
つ
。
他
の
異
な
る
文
化
や
歴
史
を
も
つ
社
会

に
浸
透
し
て
い
く
。
い
わ
ゆ
る
普
遍
宗
教
の
構
造
的
能
動
性
で
あ
る
。
そ
し
て
仏
教
は
ま
ち

が
い
な
く
、
後
者
の
普
遍
宗
教
の
特
質
を
備
え
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
も
っ
と
も
端
的
に
示

し
て
い
る
の
が
、
先
に
か
か
げ
た
釈
尊
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
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古
代
イ
ン
ド
の
社
会
背
景

古
代
イ
ン
ド
で
は
、
バ
ラ
モ
ン
と
よ
ば
れ
る
祭さ

い

祀し

階
級
を
最
上
級
と
す
る
社
会
意
識
が
厳

然
と
人
々
の
こ
こ
ろ
を
占
め
て
い
た
。
そ
う
し
た
固
定
的
な
社
会
構
造
の
中
に
あ
っ
て
、
釈

尊
は
敢
然
と
法
（
真
理
）
の
も
と
で
の
人
間
の
平
等
性
を
主
張
し
た
。

釈
尊
は
人
々
が
万ば

ん

古こ

不ふ

易え
き

の
法
則
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
社
会
意
識
を
変
革
す
る
た
め

に
、
バ
ラ
モ
ン
（
尊
い
人
）
の
特
質
を
積
極
的
に
と
ら
え
た
。
正
し
い
生
活
と
明
知
に
よ
っ

て
徳
行
を
身
に
そ
な
え
て
い
る
者
こ
そ
、
真
の
バ
ラ
モ
ン
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
家
柄
や

身
分
と
い
っ
た
生
ま
れ
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
人
の
生
き
る
姿
勢
に
関
わ
る
こ
と
で
あ

る
。
人
と
し
て
ま
っ
と
う
に
生
き
て
い
く
努
力
に
よ
っ
て
、
バ
ラ
モ
ン
で
あ
る
か
賤
し
い
者

で
あ
る
か
が
決
ま
っ
て
く
る
。

た
と
え
バ
ラ
モ
ン
と
い
わ
れ
る
家
系
の
者
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
こ
こ
ろ
根
が
人
の
品
性

を
欠
く
な
ら
ば
、
賤
し
い
者
で
あ
る
。
た
と
え
「
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
」
と
呼
ば
れ
、
人
々
か
ら

不
当
に
賤
し
め
ら
れ
差
別
さ
れ
る
者
で
あ
ろ
う
と
も
、
行
い
を
正
し
く
し
、
智
慧
を
求
め
て
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努
力
す
る
徳
の
あ
る
人
は
バ
ラ
モ
ン
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
釈
尊
は
、
イ
ン
ド
社
会
に
お
い
て
数
百
年
に
わ
た
っ
て
人
々
の
こ
こ
ろ
を
縛

り
つ
け
て
い
た
強
固
な
社
会
観
念
の
虚
構
性
を
あ
ば
い
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
が
普
遍

宗
教
の
質
を
も
っ
て
い
た
の
は
、
最
初
期
の
釈
尊
の
教
え
そ
の
も
の
に
社
会
を
視み

る
眼
が

あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

仏
教
は
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
が
、
や
が
て
周
辺
の
国
々
に
伝で

ん

播ぱ

し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
今

日
も
、
東
南
ア
ジ
ア
や
東
ア
ジ
ア
の
少
な
く
な
い
地
域
に
伝
統
さ
れ
て
い
る
要
因
に
、
そ
の

社
会
性
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
仏
教
が
時
代
を
こ
え
、
国
を
こ
え
、
文
化
を
こ

え
て
、
多
く
の
人
々
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
き
た
の
は
、
そ
こ
に
人
間
の
根
源
的
平
等
性
に
も

と
づ
く
社
会
観
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
ど
こ
の
国
や
地
域
に
あ
っ
て
も
、
仏
教
が
仏
教
と
し
て
機
能

し
て
き
た
根
底
に
は
社
会
を
視
る
眼
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
も
っ
と
も

簡
潔
に
表
現
し
て
い
る
の
が
、
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生
ま
れ
に
よ
っ
て
賤
し
い
人
と
な
る
の
で
は
な
い
。

生
ま
れ
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ
ン
と
な
る
の
で
は
な
い
。

行
為
に
よ
っ
て
賤
し
い
人
と
も
な
り
、
行
為
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ
ン
と
も
な
る
。

と
い
う
、
遠
く
仏
陀
釈
尊
か
ら
伝
統
さ
れ
て
い
る
こ
の
原
始
経
典
の
こ
と
ば
で
あ
り
、
こ
こ

に
仏
教
の
核
心
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

法
（
真
理
）
の
み
が
基
準
の
僧
伽

釈
尊
の
教
団
で
は
、
ひ
と
た
び
出
家
す
れ
ば
、
そ
の
人
の
出
身
階
層
が
何
で
あ
れ
、
生
ま

れ
を
問
う
こ
と
な
く
、
み
な
一
味
平
等
で
あ
っ
た
。
た
だ
出
家
し
て
か
ら
の
法ほ

う

臈ろ
う

数
（
年
数
）

に
よ
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
長

ち
ょ
う

上じ
ょ
うを

う
や
ま
う
席
次
が
定
ま
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。

比
丘
た
ち
よ
、
あ
た
か
も
、
そ
れ
が
如い

何か

な
る
河
で
あ
る
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
、
そ
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れ
が
ガ
ン
ジ
ス
河
、
ヤ
ム
ナ
ー
河
、
ア
チ
ラ
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
河
、
サ
ラ
ブ
フ
ー
河
、
マ

ヒ
ー
河
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
が
大
海
に
達
し
た
な
ら
ば
、
原も

と

の
名
と
姓
と
を
捨
て
て

た
だ
大
海
と
の
み
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
、
比
丘
た
ち
よ
、
王
族
・
婆
羅

門
・
農
、
工
、
商
の
庶
民
・
奴
隷
と
い
う
四
姓
の
か
れ
ら
は
、
如
来
の
教
え
ら
れ
た
法

と
律
と
に
お
い
て
家
よ
り
家
な
き
出
家
の
生
活
に
入
っ
た
な
ら
ば
、
原も

と

の
名
と
姓
と
を

捨
て
て
た
だ
沙
門
釈
子
に
所
属
す
る
も
の
と
の
み
称
せ
ら
れ
る
。（
山
口
益
編
『
仏
教
聖
典
』）

仏
教
は
法
（
真
理
）
を
唯
一
の
基
準
と
し
て
「
僧
伽
」
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
僧
伽
は

人
々
の
集
ま
り
で
あ
る
。
仏
教
の
僧
伽
は
世
間
の
中
に
あ
っ
て
、
し
か
も
世
間
を
超
え
出
て

い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
世
間
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
種
、
性
別
、
社
会

的
身
分
、
門
地
に
よ
っ
て
秩
序
化
さ
れ
る
。
仏
教
は
そ
れ
ら
の
社
会
的
秩
序
と
敵
対
的
に
関

わ
る
の
で
な
く
、
し
か
も
自
由
で
平
等
の
領
域
を
保
持
し
て
き
た
。
そ
れ
が
仏
教
の
僧
伽
で

あ
る
。

親
鸞
が
法
然
の
吉
水
の
教
団
で
見
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
仏
教
の
僧
伽
が
現
前
し
て
い
る
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事
実
で
あ
っ
た
。
吉
水
教
団
で
は
ど
の
よ
う
な
人
で
あ
ろ
う
と
も
、
わ
け
へ
だ
て
る
こ
と
の

な
い
平
等
の
ま
じ
わ
り
が
実
現
し
て
い
た
。
貴
顕
搢し

ん

紳し
ん

も
田
夫
野や

叟そ
う

も
、
ひ
と
た
び
法
然
の

「
た
だ
念
仏
し
て
」
の
呼
び
か
け
の
も
と
で
は
、
一
味
平
等
の
「
と
も
、
同ど

う

行ぎ
よ
う」
で
あ
っ
た
。

吉
水
教
団
は
仏
陀
釈
尊
の
教
え
を
正
統
に
相
続
す
る
「
念
仏
の
僧
伽
」
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

承
元
の
法
難
と
吉
水
教
団

承じ
よ
う

元げ
ん

の
法
難
（
一
二
〇
七
年
）
は
、
日
本
に
お
け
る
未
曾
有
の
思
想
弾
圧
事
件
だ
っ
た
。

吉
水
教
団
に
所
属
し
て
い
た
四
名
の
念
仏
者
が
死
罪
、
法
然
を
は
じ
め
と
し
て
八
名
の
者
が

流る

罪ざ
い

に
な
っ
た
。
親
鸞
も
事
件
に
連
坐
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
が
親
鸞
の
思
想
形
成
に
あ
た

え
た
意
味
の
重
大
さ
は
は
か
り
し
れ
な
い
。

親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
の
後
序
に
、
吉
水
入
室
の
こ
と
を
、
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し
か
る
に
愚
禿
釈
の
鸞
、
建
仁
辛
の
酉
の
暦
、
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
。

と
記
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
な
ぜ
雑
行
を
棄
て
て
「
正

し
よ
う

行ぎ
よ
うに
帰
す
」
で
は
な

く
、「
本
願
に
帰
す
」
な
の
か
。
師
の
法
然
の
『
選せ

ん

択じ
や
く

集
』
で
は
、
そ
の
二
行
章
に
お
い
て

明
確
に
「
雑
行
を
捨
て
て
正
行
に
帰
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
法
然
の
命
題
と
も
い

え
る
こ
と
ば
を
祖
述
せ
ず
に
、
親
鸞
が
あ
え
て
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
記
し
た

背
景
に
承
元
の
法
難
の
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

親
鸞
個
人
の
問
題
と
す
れ
ば
、
建
仁
元
（
一
二
〇
一
）
年
の
吉
水
入
室
に
よ
っ
て
、「
雑
行

を
捨
て
て
正
行
に
帰
す
」
と
決
着
が
つ
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
後
年
、『
教
行

信
証
』
を
ま
と
め
る
に
際
し
て
、
あ
ら
た
め
て
承
元
の
法
難
を
通
し
て
吉
水
入
室
の
こ
と
を

見
つ
め
直
し
た
と
き
、
そ
れ
は
「
本
願
に
帰
す
」
べ
き
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
と
確
信
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
親
鸞
は
承
元
の
法
難
の
「
事
件
の
事
件
性
」
を
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
中
に
見
い

だ
し
た
と
い
え
る
。

そ
の
傍
証
と
し
て
、
親
鸞
の
和
讃
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
親
鸞
は
晩
年
に
い
た
る
ま
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で
旺
盛
な
執
筆
活
動
を
つ
づ
け
た
。
そ
の
中
で
も
後
期
に
属
す
る
著
書
に
『
正
像
末
法
和

讃
』
が
あ
る
。
一
二
五
七
（
康
元
二
）
年
、
親
鸞
八
十
五
歳
の
著
書
で
あ
る
。
現
在
、
真
宗

高
田
派
本
山
の
専せ

ん

修じ
ゆ

寺じ

に
蔵
す
る
国
宝
本
の
『
正
像
末
法
和
讃
』
の
末
尾
に
、
親
鸞
の
書
き

つ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
。

康
元
二
歳
丁ひ

の
と

巳の
み

二
月
九
日
の
夜よ

　

寅
と
ら
の
と
き
に
ゆ
め
の
つ
げ

時
夢
告
に
い
わ
く

弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し

　

本
願
信
ず
る
ひ
と
は
み
な

　

摂
取
不
捨
の
利り

益や
く

に
て

　

無む

上じ
よ
う

覚か
く

を
ば
さ
と
る
な
り

　
　
　

 

こ
の
和
讃
を
、
ゆ
め
に
お
お
せ
を
か
ぶ
り
て
、
う
れ
し
さ
に
か
き
つ
け
ま
い
ら

せ
た
る
な
り
。
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二
月
九
日
は
、
ち
ょ
う
ど
五
十
年
前
の
承
元
元
年
に
、
法
然
の
も
と
で
同
門
だ
っ
た
安
楽

房
遵じ

ゆ
ん

西さ
い

が
す
さ
ま
じ
い
拷
問
の
末
、
京
都
の
六
条
河
原
で
斬
首
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
日

で
あ
る
。
親
鸞
は
生
涯
を
通
し
て
こ
の
日
を
こ
こ
ろ
に
刻
ん
で
い
た
と
思
う
。

八
十
五
歳
に
な
っ
た
親
鸞
は
、
半
世
紀
の
時
を
経
て
、
承
元
の
法
難
の
意
味
を
夢
告
と
し

て
受
け
と
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
お
そ
ら
く
そ
の
時
点
で
は
、
師
の
法
然
は
む
ろ
ん
の
こ

と
、
罪
科
に
処
せ
ら
れ
た
人
々
も
、
不
当
な
仕
打
ち
を
し
た
人
々
も
み
な
故
人
と
な
っ
て
い

た
ろ
う
。
こ
の
世
の
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
や
利
害
が
複
雑
に
か
ら
ま
り
あ
っ
て
、
死

罪
、
流
罪
と
い
う
苛
酷
な
事
件
が
お
き
た
が
、
当
事
者
た
ち
が
ほ
と
ん
ど
死
に
た
え
て
、
老

親
鸞
が
ひ
と
り
「
事
実
の
証
人
」
と
し
て
生
き
残
っ
て
い
る
。

親
鸞
の
思
い
は
五
十
年
前
の
承
元
の
法
難
に
回
帰
し
て
い
っ
た
と
思
う
。
事
件
は
痛
憤
の

で
き
ご
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
に
関
わ
っ
た
人
々
が
み
な
歴
史
の
舞
台
か
ら
去
っ
て

い
っ
た
今
、
親
鸞
の
こ
こ
ろ
の
中
に
静
か
な
結
晶
作
用
が
お
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
単
純
素

朴
な
人
生
の
真
実
が
夢
告
の
和
讃
と
し
て
た
ち
あ
ら
わ
れ
た
、
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い

か
。


