
親
鸞
に
つ
い
て

佐
々
木
恒
平

1
親
鸞
の
思
想
的
な
先
駆
者
は
、
法
然
で
は
な
く
、
明
恵
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
明
恵
に
よ
る
念
仏
宗
批
判
の
最
も
重
要
な
部
分
を
、
親
鸞
は
そ
の
ま

ま
受
け
入
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
上
に
、
全
く
新
し
い
念
仏
宗
の

基
礎
を
築
き
ま
し
た
。
浄
土
真
宗
は
、
他
の
い
か
な
る
浄
土
宗
と
も
異
な
る
、
真

実
の
宗
教
で
す
。

明
恵
の
批
判
は
原
理
的
な
も
の
で
し
た
。
法
然
は
選
択
集
に
お
い
て
、
菩
提
心

よ
り
も
念
仏
の
方
が
重
要
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
明

恵
は
、
菩
提
心
こ
そ
が
悟
り
の
唯
一
の
原
因
で
あ
り
、
そ
れ
を
捨
て
て
し
ま
う
念

仏
宗
は
、
も
は
や
仏
教
と
は
言
え
な
い
、
と
い
う
厳
し
い
批
判
を
行
い
ま
し
た
。

親
鸞
は
明
ら
か
に
、
こ
の
批
判
の
正
し
さ
を
認
め
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
菩

提
心
の
生
じ
る
原
因
を
問
題
に
し
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
全
て
の
人
間
に
菩
提

心
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
も
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
仏
の
教
え
を

聞
か
ず
に
、
全
て
の
人
が
悟
り
を
開
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ゆ
え

に
、
ど
う
す
れ
ば
菩
提
心
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
、

本
当
の
問
題
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

つ
ま
り
、
親
鸞
は
、
明
恵
の
提
起
し
た
問
題
を
、
さ
ら
に
深
く
掘
り
下
げ
よ
う

と
し
た
の
で
す
。
明
恵
は
、
菩
提
心
こ
そ
が
仏
教
の
本
質
で
あ
る
と
喝
破
し
ま
し

た
。
親
鸞
は
、
そ
こ
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
菩
提
心
の
原
因
を
追
究
し
よ
う
と
し
ま

し
た
。
ど
う
す
れ
ば
人
は
菩
提
心
を
持
ち
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
、

ど
う
す
れ
ば
、
仏
の
教
え
を
信
じ
て
い
な
い
人
に
、
信
仰
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。

親
鸞
が
追
求
し
た
の
は
、
個
人
的
な
悟
り
、
自
分
一
人
の
悟
り
で
は
な
く
、
ど

の
よ
う
に
す
れ
ば
他
者
を
悟
り
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
、
大
乗
仏

教
の
本
質
に
関
わ
る
問
題
で
し
た
。
そ
れ
は
、
仏
の
教
え
を
信
じ
て
い
な
い
人
々

を
、
い
か
に
し
て
仏
の
教
え
に
導
く
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。
つ
ま
り
、
浄
土
真

宗
は
そ
も
そ
も
、
非
仏
教
徒
を
対
象
に
し
た
仏
教
な
の
で
す
。

こ
こ
に
、
親
鸞
と
明
恵
の
立
場
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
明
恵
の
仏
教
は
、
あ

る
意
味
で
、
仏
教
徒
の
た
め
の
仏
教
で
し
た
。
菩
提
心
を
前
提
と
し
た
仏
教
で
し

た
。
し
か
し
、
親
鸞
の
仏
教
は
、
仏
教
の
外
に
い
る
人
の
た
め
の
仏
教
だ
と
言
え

ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
た
め
の
仏
教
で
す
。
そ
れ
が
、
真
宗
の
真
宗
た
る
所
以

で
す
。

そ
し
て
、
彼
の
理
論
の
要
と
な
る
の
が
、
阿
弥
陀
如
来
の
不
可
思
議
力
へ
の
、

絶
対
的
な
信
仰
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
親
鸞
の
他
力
と
は
、
一
種
の
方
便
に

過
ぎ
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
本
当
の
問
題
は
、
他
力
を
信
じ
る
こ
と

が
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
の
力
を
信
じ
る
か
ど
う

か
、
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
他
者
の
言
葉

に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
仏
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
は
、
仏
の
教
え
へ
の
信
仰
に
入
る
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こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
皮
相
的
な
見
方
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
他
力
と
い
う
こ
と
の
意

味
は
、
も
っ
と
深
い
も
の
で
す
。
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
浄
土
真
宗
の
教

義
に
、
も
う
少
し
分
け
入
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
か
ら
既
に
明
ら
か
だ
と
思
い
ま
す
が
、
親
鸞
は
、
世

界
史
的
な
重
要
性
を
持
つ
人
物
で
す
。
龍
樹
や
世
親
と
比
較
し
て
も
、
遜
色
が
な

い
人
物
だ
と
言
え
ま
す
。

2
さ
て
、
教
行
信
証
の
証
巻
に
引
用
さ
れ
て
い
る
、
十
地
経
の
話
か
ら
始
め
ま

し
ょ
う
。
親
鸞
は
そ
こ
で
、
菩
薩
の
十
地
の
う
ち
の
第
八
地
、
不
動
地
か
ら
引
用

を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
、
念
仏
が
成
就
し
た
状
態
を
、
第
八
地

の
菩
薩
に
譬
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
、
浄
土
宗
の
基
本
的
な
教
義
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
念
仏

を
唱
え
る
修
行
者
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
段
階
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
目

が
、
往
相
の
回
向
の
段
階
。
二
つ
目
が
、
還
相
の
回
向
の
段
階
で
す
。
念
仏
行
者

は
、
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
で
、
浄
土
へ
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
ま
で

が
、
往
相
の
回
向
で
す
。
そ
し
て
、
浄
土
へ
行
っ
た
後
で
、
さ
ら
に
現
世
へ
戻
っ

て
く
る
と
い
う
段
階
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
還
相
の
回
向
と
言
い
ま
す
。
彼
ら
が

何
の
た
め
に
戻
っ
て
く
る
の
か
と
言
え
ば
、
衆
生
を
救
う
た
め
で
す
。
こ
の
還
相

の
回
向
ま
で
を
含
め
て
、
よ
う
や
く
浄
土
宗
の
教
義
は
完
結
し
ま
す
。
こ
こ
に
、

浄
土
宗
に
お
け
る
、
衆
生
済
度
の
思
想
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
親
鸞
が
第
八
地
と
対
比
し
た
の
は
、
還
相
の
回
向
を
始
め
た
菩
薩
の
姿

で
し
た
。
十
地
経
と
対
比
さ
せ
る
な
ら
ば
、
往
相
の
回
向
は
、
第
一
地
か
ら
第
六

地
ま
で
の
菩
薩
の
姿
に
、
還
相
の
回
向
は
、
第
八
地
か
ら
第
十
地
ま
で
の
菩
薩
の

姿
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

十
地
経
は
、
菩
薩
が
修
め
る
べ
き
修
業
の
階
梯
に
つ
い
て
論
じ
た
お
経
で
す
。

第
一
地
か
ら
第
六
地
ま
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
六
波
羅
蜜
に
対
応
さ
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。
六
波
羅
蜜
と
は
、
布
施
、
持
戒
、
忍
辱
、
精
進
、
禅
定
、
智
慧
、
の
六
つ

の
項
目
を
修
め
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。
最
後
の
智
慧
と
は
、
般
若
波
羅
蜜
の
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
は
悟
り
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
第
六
地
を
終
え
た

菩
薩
は
、
般
若
波
羅
蜜
を
習
得
し
終
え
て
お
り
、
す
で
に
悟
り
を
開
い
て
い
る
と

言
え
ま
す
。
ゆ
え
に
、
十
地
経
の
第
七
地
以
降
の
部
分
に
は
、
悟
り
を
開
い
た
後

の
、
菩
薩
の
あ
る
べ
き
姿
が
記
述
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

浄
土
に
往
生
し
た
念
仏
行
者
は
、
す
で
に
悟
り
を
開
い
て
い
ま
す
。
ゆ
え
に
、

還
相
の
回
向
に
あ
る
行
者
も
、
悟
り
を
開
い
て
い
る
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
親

鸞
は
、
証
巻
に
お
い
て
、
第
八
地
の
菩
薩
の
姿
を
引
用
し
た
わ
け
で
す
。

こ
こ
で
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
第
七
地
、
遠
行
地
の
存
在
で

す
。
こ
の
境
涯
は
昔
か
ら
、
七
地
沈
空
の
難
と
呼
ば
れ
、
特
別
視
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
こ
の
段
階
に
は
、
一
種
独
特
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
菩
薩
は
、
第
一
地
か

ら
第
六
地
ま
で
、
少
し
ず
つ
修
業
を
積
み
重
ね
、
第
六
地
を
終
え
た
と
こ
ろ
で
、

つ
い
に
悟
り
を
開
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
自
分
の
悟
り
を
成
就
し
た
後
に

は
、
そ
の
悟
り
を
衆
生
に
振
り
向
け
、
衆
生
済
度
の
は
た
ら
き
を
始
め
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
が
始
ま
る
の
は
、
第
八
地
の
不
動
地
か
ら
な
の
で

す
。
第
七
地
に
お
い
て
は
、
菩
薩
は
何
も
行
い
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
お
釈
迦
様
の
成
道
と
比
較
す
る
と
分
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
お

釈
迦
様
は
、
六
年
間
苦
行
を
続
け
た
後
で
、
そ
れ
を
止
め
、
菩
提
樹
の
も
と
で
瞑

想
を
始
め
ま
す
。
そ
し
て
、
七
日
七
晩
の
瞑
想
の
の
ち
に
、
つ
い
に
悟
り
を
開
き

ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
お
釈
迦
様
は
何
を
し
た
で
し
ょ
う
か
。
や
は
り
、
何
も
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
彼
は
悟
り
の
深
い
味
わ
い
を
楽
し
み
な
が
ら
、
し
ば
ら
く
の
時
を

過
ご
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
彼
の
脳
裏
に
は
、
教
え
を
広
め
る
こ
と
へ
の
消
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極
的
な
考
え
が
生
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
深
い
教
え
は
、
知
恵
の

劣
っ
た
人
々
に
は
理
解
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
教
え
を
広
め
よ
う
と
し
て
も
無
意

味
で
あ
る
、
自
分
一
人
で
こ
れ
を
楽
し
む
の
が
最
も
よ
い
、
と
い
う
考
え
で
す
。

そ
こ
に
、
梵
天
と
い
う
神
様
が
現
わ
れ
ま
す
。
彼
が
言
う
に
は
、
世
の
中
に
は

知
恵
の
優
れ
た
人
々
も
い
る
。
彼
ら
が
あ
な
た
の
教
え
を
聞
け
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ

に
そ
れ
を
理
解
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
人
々
に
と
っ
て
、
あ
な
た
の
教
え
を

聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
。
ど

う
か
彼
ら
の
た
め
に
、
教
え
を
説
い
て
ほ
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
お
釈
迦

様
は
梵
天
の
熱
心
な
お
願
い
に
説
得
さ
れ
、
よ
う
や
く
説
法
を
始
め
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
悟
り
を
開
い
て
か
ら
、
梵
天
の
勧
請
を
受
け
る
ま
で
の

お
釈
迦
様
の
状
態
に
対
応
す
る
の
が
、
第
七
地
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ

を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
第
八
地
の
初
め
に
は
、
他
方
の
世
界
か
ら
如
来
が
や
っ
て

き
て
、
梵
天
と
同
じ
よ
う
な
説
教
を
し
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
菩
薩
は
よ
う
や

く
覚
醒
し
、
第
八
地
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
、
利
他
の
は
た
ら
き
を
始
め
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
の
部
分
に
は
、
一
種
の
文
学
的
な
カ
タ
ル
シ
ス
が
あ
り
、
非
常

に
味
わ
い
深
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
自
分
で
読
ん
で
み
て
欲
し
い
と
思

い
ま
す
。

回
向
と
は
、
向
き
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
十
地
経
の
菩
薩
は
、
そ
れ
ま

で
自
己
の
向
上
の
た
め
に
修
行
を
続
け
て
い
た
の
が
、
悟
り
を
開
い
た
後
に
は
、

も
は
や
目
標
が
な
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
彼
は
向
き
を
変
え
ね
ば
な
ら
な
く
な

り
ま
す
。
自
己
の
向
上
の
た
め
で
は
な
く
、
衆
生
済
度
へ
と
目
標
を
変
え
、
自
分

自
身
の
進
む
方
向
を
変
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
回
向
で
す
。

そ
し
て
、
回
向
を
行
う
た
め
に
は
、
他
力
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
お

釈
迦
様
で
さ
え
、
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
釈
迦
様
に
も
、
梵
天
様
と
い
う
他

力
が
必
要
で
し
た
。
十
地
経
の
菩
薩
に
も
、
他
方
世
界
の
如
来
と
い
う
他
力
が
必

要
で
し
た
。
そ
し
て
、
念
仏
行
者
に
必
要
な
の
が
、
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
他
力
な

の
で
す
。

た
と
え
ば
、
ボ
ー
ル
を
投
げ
た
と
き
に
、
宙
を
飛
ん
で
い
る
ボ
ー
ル
が
突
然

向
き
を
変
え
て
、
別
の
方
向
に
飛
び
始
め
る
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。

ボ
ー
ル
が
向
き
を
変
え
る
た
め
に
は
、
壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
り
、
バ
ッ
ト
に
ぶ
つ

か
っ
た
り
し
て
、
何
か
他
の
も
の
か
ら
力
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ

の
よ
う
に
、
他
力
が
な
け
れ
ば
、
向
き
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
仏

教
に
お
け
る
他
力
の
意
味
も
、
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ゆ
え
に
、
阿
弥
陀
如
来
の
他
力
は
、
念
仏
行
者
を
救
う
た
め
に
あ
る
の
で
は
な

い
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
十
地
経
や
、
梵
天
勧
請
と
比
較
す
れ

ば
明
ら
か
で
す
。
十
地
経
の
場
合
、
他
方
世
界
の
如
来
が
現
わ
れ
る
の
は
、
第
八

地
に
お
い
て
で
す
。
し
か
し
、
菩
薩
は
す
で
に
、
第
六
地
に
お
い
て
悟
り
を
開
い

て
い
ま
す
。
ま
た
、
お
釈
迦
様
の
場
合
も
、
梵
天
が
現
わ
れ
る
の
は
、
菩
提
樹
の

下
で
悟
り
を
開
い
た
後
の
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
他
力
が
必
要
と
な
る
の
は
、
常

に
、
悟
り
を
開
い
た
後
な
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
如
来
の
他
力
が
必
要
と

さ
れ
る
の
は
、
念
仏
行
者
自
身
の
悟
り
の
た
め
で
は
な
い
と
言
え
ま
す
。
そ
う
で

は
な
く
、
彼
が
他
者
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、
そ
れ
が
必
要
な
の
で
す
。

自
分
一
人
が
悟
り
を
開
く
だ
け
な
ら
ば
、
自
力
で
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
利
他
の

は
た
ら
き
を
行
う
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
他
力
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
阿
弥
陀

の
力
は
、
そ
の
た
め
に
あ
る
の
で
す
。

阿
弥
陀
様
は
、
あ
な
た
を
救
う
た
め
に
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
な
た
に
他
者
を

救
わ
せ
る
た
め
に
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
、
他
力
の
本
質
で
す
。
こ
こ
に
あ
る
の

は
、
私
と
阿
弥
陀
様
の
、
二
者
の
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
私

と
他
者
と
の
関
係
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
、
阿
弥
陀
様
が
存
在
し
ま
す
。
つ
ま

り
、
三
者
の
関
係
が
基
本
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
が
、
い
ま
ま
で
見
過
ご
さ

3



れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

二
者
の
関
係
は
、
そ
れ
以
上
発
展
の
仕
様
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
閉
じ
た
関

係
で
す
。
し
か
し
、
三
者
以
上
の
関
係
な
ら
ば
、
ど
こ
ま
で
も
広
が
っ
て
ゆ
け
ま

す
。
浄
土
宗
に
は
、
そ
の
よ
う
な
開
け
た
性
格
が
あ
り
、
そ
れ
が
、
こ
の
宗
教
を

独
特
な
も
の
に
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
こ
に
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
浄
土
真
宗
と
キ

リ
ス
ト
教
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
良
く
比
較
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
類

似
は
表
面
的
な
も
の
に
留
ま
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
が
、
神
と
私
と
の
二
者
の
関

係
に
終
始
す
る
の
に
対
し
て
、
浄
土
宗
は
、
三
者
の
関
係
を
そ
の
中
に
含
ん
で
い

ま
す
。
ゆ
え
に
、
こ
の
二
つ
の
宗
教
は
、
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
構
造
が
、
浄
土
真
宗
に
は
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
、

研
究
の
余
地
が
ま
だ
沢
山
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

3
親
鸞
は
、
念
仏
宗
徒
は
念
仏
の
み
に
専
念
し
、
余
計
な
計
ら
い
を
し
て
は
な
ら

な
い
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
悟
り
を
開
く
た
め
の
修
業
を
し
た
り
、
仏

教
の
教
義
を
学
ぼ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
に
、

た
だ
念
仏
の
み
に
専
念
す
る
こ
と
が
、
真
宗
の
特
徴
で
す
。

こ
の
よ
う
な
親
鸞
の
態
度
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
な
け
れ

ば
、
往
生
は
で
き
な
い
、
と
い
う
考
え
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
も

し
も
菩
提
心
を
持
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
往
生
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

阿
弥
陀
如
来
の
誓
願
の
第
十
一
は
、
必
至
滅
度
の
願
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
浄

土
に
往
生
し
た
者
は
、
必
ず
正
定
聚
に
住
し
、
滅
度
に
至
る
と
い
う
誓
願
で
す
。

正
定
聚
と
は
、
悟
り
を
開
く
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
状
態
の
こ
と
で
す
。
こ
の
位

に
一
度
到
達
し
た
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
退
転
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま

り
、
浄
土
に
往
生
し
た
者
は
、
そ
の
瞬
間
に
、
悟
り
が
決
ま
っ
た
状
態
に
入
る
こ

と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
こ
で
、
も
し
も
、
菩
提
心
が
悟
り
の
原
因
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
正
定
聚
と
は
、

そ
の
人
の
心
に
菩
提
心
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
決
し
て
消
え
な
い
状
態
で
あ
る
、
と

言
え
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
、
も
し
も
正
定
聚
に

入
っ
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
往
生
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
え
ば
、
い
ち
ど
正
定
聚
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
人
は
、
そ

こ
か
ら
出
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
い
ち
ど
正
定
聚
に
入
っ
て
し
ま
っ

た
人
が
、
も
う
一
度
そ
こ
に
入
り
直
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

よ
っ
て
、
も
し
も
、
第
十
一
願
の
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
、
浄
土
に
往
生
し
た
者

を
必
ず
正
定
聚
に
入
れ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
す
で
に
正
定
聚

に
入
っ
て
い
る
人
は
、
決
し
て
浄
土
に
往
生
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
の
場
合
、
そ
の
人
に
と
っ
て
二
度
目
の
正
定
聚
に
な
っ
て
し
ま
い
、
矛
盾

が
生
じ
る
か
ら
で
す
。
ゆ
え
に
、
も
し
も
、
そ
の
人
が
往
生
し
て
し
ま
っ
た
な
ら

ば
、
阿
弥
陀
の
誓
願
は
満
た
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
浄

土
に
往
生
す
る
た
め
に
は
、
正
定
聚
に
入
っ
て
は
な
ら
ず
、
菩
提
心
を
持
っ
て
は

な
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
私
の
仮
説
で
あ
っ
て
、
か
な
り
強
引
な
解
釈
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
親
鸞
の
言
お
う
と
し
た
こ
と
が
、
よ

く
分
か
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

阿
弥
陀
様
は
、
衆
生
に
菩
提
心
を
与
え
ま
す
。
そ
の
た
め
、
自
分
か
ら
菩
提
心

を
起
こ
そ
う
と
し
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
で
に
菩
提
心
を
持
っ

て
い
た
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
様
か
ら
菩
提
心
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
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し
ま
う
か
ら
で
す
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
浄
土
の
重
要
な
構
造
が
浮
か
び
上
が
っ

て
き
ま
す
。
ま
ず
、
浄
土
に
往
生
す
る
人
は
、
菩
提
心
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
浄

土
に
往
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
様
か
ら
菩
提
心
を
与
え
ら
れ
、
悟
り
に

到
達
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
今
度
は
還
相
の
回
向
に
移
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
還
相

の
回
向
と
は
、
利
他
の
は
た
ら
き
で
す
。
で
は
、
利
他
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

利
他
と
は
、
他
者
を
救
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
と
っ
て
、

真
実
の
救
い
と
は
、
悟
り
以
外
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
利
他
の
行
い

と
は
、
第
一
義
的
に
は
、
他
者
を
悟
り
へ
と
導
く
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
そ
の
人

を
仏
の
教
え
へ
と
導
く
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
そ
の
人
の
心
に
菩
提
心
を
生
じ

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ゆ
え
に
、
還
相
の
回
向
を
始
め
た
菩
薩
が
行
う
べ
き

こ
と
は
、
衆
生
に
菩
提
心
を
与
え
る
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し

て
、
自
分
自
身
悟
り
を
開
い
た
菩
薩
に
は
、
そ
れ
が
可
能
な
の
で
す
。

こ
こ
で
、
二
人
目
の
念
仏
行
者
が
い
た
と
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
念
仏
行
者
が

浄
土
に
や
っ
て
き
て
、
同
じ
よ
う
に
菩
提
心
を
受
け
取
り
ま
す
。
で
は
、
彼
は
、

い
っ
た
い
誰
か
ら
菩
提
心
を
与
え
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
還
相
の
回
向
に
あ
る
、
一
人
目
の
念
仏
行
者
か
ら
だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
い
ち
ど
浄
土
に
往
生
し
た
念
仏
行
者
は
、
阿
弥
陀
如
来

と
全
く
同
じ
は
た
ら
き
を
為
し
う
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
二
人
目
の
念
仏
行

者
も
、
一
人
目
と
同
じ
よ
う
に
、
還
相
の
回
向
を
開
始
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
浄
土
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
連
鎖
的
に
悟
り
が
実
現
さ

れ
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、
一
人
の
阿
弥
陀
如
来
に
は
、
無
数
の
衆
生
を
救

う
力
が
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
一
つ
の
悟
り
が
、
無
数
の
悟
り
を
生
み
、
そ
の

無
数
の
悟
り
の
一
つ
一
つ
が
、
さ
ら
に
ま
た
無
数
の
悟
り
を
生
ん
で
ゆ
く
、
と
い

う
構
造
が
現
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
一
つ
の
悟
り
は
、
一
人
の
仏
に
対
応
し
、
一

人
の
仏
は
、
一
つ
の
仏
国
土
に
対
応
す
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
一
つ
の
浄
土

が
、
無
数
の
浄
土
を
生
み
、
そ
の
無
数
の
浄
土
の
一
つ
一
つ
が
、
さ
ら
に
ま
た

無
数
の
浄
土
を
生
ん
で
ゆ
く
、
と
い
う
構
造
が
見
え
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

無
限
に
増
殖
し
て
ゆ
く
浄
土
の
系
列
全
体
が
、
極
楽
浄
土
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で

す
。
こ
こ
に
現
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
華
厳
経
に
お
け
る
蓮
華
蔵
世
界
海
と
比
較
さ

れ
う
る
も
の
で
し
ょ
う
。

以
上
が
、
私
が
知
る
浄
土
真
宗
の
性
質
で
す
。
こ
の
他
に
も
、
ま
だ
ま
だ
意
義

深
く
、
興
味
深
い
発
見
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
気
に
な
っ
た
人
は
、
ぜ
ひ
研
究
し

て
み
て
く
だ
さ
い

4
親
鸞
聖
人
は
か
つ
て
歌
わ
れ
ま
し
た
。

五
濁
増
の
し
る
し
に
は

こ
の
世
の
道
俗
こ
と
ご
と
く

外
儀
は
仏
教
の
す
が
た
に
て

内
心
外
道
を
帰
敬
せ
り

外
道
梵
士
尼
乾
志
に

こ
こ
ろ
は
か
は
ら
ぬ
も
の
と
し
て

如
来
の
法
衣
を
つ
ね
に
き
て

一
切
鬼
神
を
あ
が
む
め
り
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