
仏
教
文
化
公
開
講
座
講
演
録

信
心
の
利
益

普

賢

保

之

〈利
益
と
は
〉

　
皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
普
賢
で
す
。
徳
永
先
生
か
ら
は
身
に
余
る
ご
紹
介
を

い
た
だ
き
恐

縮
至
極
で
す
。
早
速
本
題
に
入

っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
に
与
え
ら
れ
た
講
題
は

「信
心
の
利
益
」
で
す

。
「信
心
の
利
益
」

と
は
、
平
た
く
言
え
ば
、
信
心
を
い
た
だ
い
た
ら
ど
ん
な
良
い
こ
と
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
問
題
を
考
え

る
に
当
た
り
、
ま
ず
そ
も
そ
も
仏
教
は
何
を
目
的
に
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
目

的
を
達
成
し
て
い
く
う
え
で
、
ど
ん
な
良

い
こ
と
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

信心の利益

〈
仏
教
の
目
的
〉

仏
教
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
皆
さ
ん
も
よ
く
ご
存
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
確
認
の
意
味
で
最
初
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
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す
。
仏
教
の
目
的
は
苦
の
解
決
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
苦
と
は
、
具
体
的
に
は
皆
さ
ん
が
日
ご
ろ
か
ら
日
常
の
会
話
の
中
で
も
よ
く
お
使

い
に
な

っ
て
い
る

「四
苦
八
苦
」
で
す
。
「四
苦
八
苦
」
は
、
苦
の
具
体
的
な
相
を
示
し
た
も
の
で
す
。
ま
ず
四
苦

と
は
、
生
苦

・
老

苦

・
病
苦

・
死
苦
の
こ
と
で
す
。
「生
苦
」
と
は
、
「生
き
る
苦
」
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「生
ま
れ
る
苦
」
と
い
う
意
味
で

す
。
な
ぜ
生
ま
れ
る
の
が
苦
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
色
々
な
考
え
方
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、

一
つ
に
は
、
苦
し
み
の
世
界

で
あ
る
人
間
界
に
生
ま
れ
て
き
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
仏
教
で
は
人
間
界
を
迷

い
の
世
界
、
苦
の
世
界
と
し
て
考

え
て
い
ま
す
の
で
、

人
間
界
に
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を

「生
苦
」
と
考
え
る
の
で
す
。
あ
る
い
は
、
狭
い
お
母
さ
ん
の
産
道
を
通

っ
て
生
ま
れ
て
き
た
と
い

う

こ
と
で
、
そ
れ
を

「生
苦
」
と
考
え
る
考
え
方
も
あ
る
よ
う
で
す
。
何
れ
に
し
ろ
、
「生
苦
」
と
は

「生
き
る
苦
」
と
い
う
意
味
で

は
な
く
、
「生
ま
れ
る
苦
」
と
い
う
意
味
で
す
。

　

続
い
て

「老
苦
」
で
す
。
「老

い
て
い
く
苦
し
み
」
で
す
。
私

の
実
家
の
母
は
、
2
月
27
日
で
85
歳
に
な
り
ま
す
が
、
と
て
も
元
気

で
す
。
私
の
出
身
は
大
分
で
す
。
空
港
ま
で

一
時
間
ほ
ど
か
か
り
ま
す
が
、
母
は
タ
ク
シ
ー
か
バ
ス
に
乗

っ
て
大
分
空
港
ま
で
行
き
、

そ
こ
か
ら
飛
行
機
に
乗

っ
て
、

一
人
で
東
京
ま
で
行
き
ま
す
。
も
と
も
と
東
京
で
育

っ
て
い
ま
す
か
ら
、
東
京
に
行
く
の
は
故
郷
に
帰

る
よ
う
な
も
の
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
羽
田
に
着
く
と
、
モ
ノ
レ
ー
ル
に
乗

っ
て
都
心
ま
で
出
て
行
き
ま
す
。
非
常
に
元
気
な
母
で

す
が
、
そ
の
母
が

「長
生
き
す
る
の
も
善
し
悪
し
よ
」
と
言

っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
今
ま
で
友
達
と
い
ろ
ん
な

話

が
で
き
た
の
に
、
そ
の
友
達
が
亡
く
な

っ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
友
達
が
母
を
認
識
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
り
、
と
い
う
よ
う

な
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
で

「長
生
き
す
る
の
も
善
し
悪
し
よ
」
と
私
に
話
し
た
の
で
す
。
こ
れ
も

「老
苦
」
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

そ
れ
か
ら
、
「病
い
の
苦
し
み
」
、
「死
の
苦
し
み
」
を
加
え
た
も
の
が
四
苦
で
す
。
こ
の
四
苦
に
あ
と
四
つ
を
加

え
る
と
八
苦
に
な

り
ま
す
。
「愛
別
離
苦
」
は
、
愛
し
い
も
の
と
別
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
し
み
で
す
。
親
で
あ
っ
た
り
、
連
れ
合

い
で
あ

っ
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た
り
と
、
い
ろ
ん
な
場
合
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

続
い
て

「怨
憎
会
苦
」
で
す
。
嫌
な
人
と

一
緒
に
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
苦
し
み
で
す
。
こ
れ
が
職
場
で
あ

っ
た
り
す
る
と
、

一
層

苦
し
み
が
大
き
く
な
る
で
し
ょ
う
。
上
司
が
大
嫌
い
で
顔
も
見
た
く
な
い
と
い
う
の
も
、
こ
の
中
に
入
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
時
に
は
、

一
番
安
ら
ぐ
場
で
あ
る
は
ず

の
家
庭
の
中
が
怨
憎
会
苦
の
場
所
だ

っ
た
り
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
も
ま
た
悲
劇
で
す
。

　

次
は

「求
不
得
苦
」
で
す
。
求
め
て
も
得
ら
れ
な
い
苦
し
み
で
す
。
こ
れ
は
、
地
位
と
か
名
誉
と
か
財
産
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

健
康
や
男
女
の
関
係
の
中
で
も
言
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

最
後
八
番
目
は
、
「五
薙
盛
苦
」
で
す
。
こ
の

「五
薙
盛
苦
」
を
ど

の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な

理
解
が
あ
る
よ
う
で
す
。

一
つ
の
考
え
方
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
七
つ
の
苦
し
み
と
並
列
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
前
の
七
つ

の
苦
を
総
称
し
た
も
の
と
考
え
る
理
解
も
あ
る
よ
う
で
す
。

信心の利益

〈
苦
の
解
決
〉

　
仏
教
で
は

「人
生
は
苦
だ
」
と
捉
え
ま
す
が
、
こ
れ
は
現
状
認
識
な
の
で
す
。
「人
生
は
苦
な
ん
だ
か
ら
、
も
う
ど
う
し
よ
う
も
な

い
」
と
言

っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
生
は
苦
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
苦
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て
い
く

の
か
、
あ
る
い
は

こ
の
苦
を
ど
う
乗
り
越
え
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
ま
す
。
仏
教
は
現
状
を
し

っ
か
り
と
認
識
し
た
上
で
、
そ
の
解
決

を

は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

　
親
鷺
聖
人
の
妻
で
あ
る
恵
信
尼
公
が
末
娘
の
覚
信
尼
公
に
出
し
た
お
手
紙
の
中
に
は
、
「苦
の
解
決
の
道
」
を

「生
死
出
づ
べ
き
道
」

と

い
う
言
葉
で
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
「生
死
出
づ
べ
き
道
」
と
い
う
言
葉
は
、
よ
く
耳
に
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
「生
死
出
づ

べ
き

道
」
の

「生
死
」
と
は
、
迷

い
と
か
苦
と
い
う
意
味
で
す
。
親
鶯
聖
人
が
求
め
ら
れ
た
も
の
は
、
こ
の

「生
死
出
づ
べ
き
道
」
で
す
。

75



聖
人
は
比
叡
山
で
二
十
年
間
修
行
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
六
角
堂
に
は
百
日
間
籠
も
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
更
に
法
然
聖
人
の
も
と
に

も
百
日
間
通
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
目
的
は

「生
死
出
づ

べ
き
道
」
に
あ

っ
た
の
で
す
。
こ
の
点
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
、

「
利
益
」
の
内
容
も
曖
昧
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

仏
教
で
は
苦
の
原
因
は
煩
悩
に
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
煩
悩
と
は
、
自
分
中
心
に
し
か
考
え
ら
れ
な
い
心
を
言

い
ま
す
。
自
分
中

心
に
し
か
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
、
苦
し
み
が
生
ま
れ
る
と
考
え
る
の
で
す
。
煩
悩
を
な
く
し
さ
え
す
れ
ば
苦
は
な
く
な

る
の
で
す
。
し
か
し
問
題
は
私
た
ち
に
煩
悩
を
断
ち
切

っ
て
し
ま
う
だ
け
の
能
力
が
あ
る
か
ど
う
か
で
す
。
『
一
念
多
念
文
意
』
で
親

驚
聖
人
は
、

　
　

「凡
夫
」
と

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

　
　
ろ
お
ほ
く
ひ
ま
な
く
し
て
、
臨
終
の

一
念
に
い
た
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ず

と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
「凡
夫
」
と
は
こ
の
私
の
こ
と
で
す
。
要
す
る
に
、
私
た
ち
は
死
ぬ
ま
で
煩
悩
を
滅
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
の
で
す
。
煩
悩
を
滅
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
は
死
ぬ
ま
で
苦
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
煩
悩
を
な
く
そ
う
と

一
所
懸
命
頑
張

っ
て
も
、
私
た
ち
凡
夫
に
は
煩
悩
を
滅
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
で

す

。
そ
れ
が
親
驚
聖
人
の
お
考
え
で
す
。
仏
教
で
は
苦
の
解
決
を
目
指
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
煩
悩
を
滅

し
て
い
く
の
が
理
想
的
な
在
り
方
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
凡
夫
に
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
煩
悩
を
な
く
せ
れ
ば
、
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
煩
悩
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
が
現
実
の
私
で
す
。

そ
ん
な
私
を
親
驚
聖
人
は
問
題
に
し
て
い
る
の
で
す
。
『
一
念
多
念
文
意
』
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
煩
悩
は
死

ぬ
ま
で
無
く
な
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
煩
悩
が
無
く
な
ら
な
い
以
上
、
苦
も
死
ぬ
ま
で
無
く
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
た
ち
は
苦
の
解

決
を
目
指
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
生
き
て
い
る
限
り
苦
は
無
く
な
ら
な
い
と

い
う
の
で
す
。
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〈苦
解
決
へ
の
道
〉

　

そ
れ
で
は
親
驚
聖
人
は
、
こ
の
苦
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
に
は
苦
の
解
決
を
は
か
っ
て
い
く
の
に
、

二

つ
の
道
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
自
ら
の
力
を
あ
て
に
し
て
煩
悩
を
滅
し
苦
の
解
決
を
は
か
っ
て
い
く
道
で
す
。

こ
の
道
は
理
想
的

で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
凡
夫
に
は
と
て
も
困
難
な
道
で
す
。
も
う

一
つ
の
道
は
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
を
あ
て
に
し
て
苦
の
解

決
を
は
か
ろ
う
と
す
る
道
で
す
。

　
親
鷲
聖
人
が
法
然
聖
人
の
と
こ
ろ
に
百
日
間
通

っ
て
、
た
ど
り
着
い
た
の
が
阿
弥
陀
仏
の
救
い
で
あ
る
念
仏
の
教

え
だ

っ
た
の
で
す
。

こ
れ
は
他
力
の
教
え
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
道
は
今
生
き
て
い
る
間
に
、
煩
悩
を
無
く
し
て
し
ま
う
教
え
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「正

像
末
和
讃
」
に
は
、

　
　
外
儀
の
す
が
た
は
ひ
と
ご
と
に
　
賢
善
精
進
現
ぜ
し
む

　
　
貧
瞑
邪
偽
お
ほ
き
ゆ
ゑ
　
好
詐
も
も
は
し
身
に
み
て
り

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
も
と
も
と
善
導
大
師
の
お
書
き
に
な

っ
た
こ
文
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
、
親
繕
聖
人
が
こ
の
よ

う
に
詠
わ
れ
た
も

の
で
す
。
こ
の
意
味
で
す
が
、
「外
儀
の
す
が
た
は
ひ
と
ご
と
に
」
と
は
、
ま
ず

「ひ
と
ご
と
に
」
と
い
う
の
は
、
他
人
事
と
い
う
意

味

で
は
な
く
、
「外
側
に
現
れ
た
相
は
、
十
人
い
た
ら
十
人
み
ん
な
」
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
れ
を

「外
儀
の
す
が
た
は
ひ
と
ご
と
に
」

と
詠

っ
て
い
る
の
で
す
。
二
句
目
の

「賢
善
精
進
現
ぜ
し
む
」
と
い
う
の
は
、
賢
そ
う
な
、
善
人
で
あ
る
か
の
よ
う
な
、
ま
た
努
力
し

て
い
る
よ
う
な
相
を
み
ん
な
見
せ
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
十
人
い
れ
ば
十
人
と
も
に
、
さ
も
自
分
が
賢
い
人

で
あ
る
か
の
よ
う
な
、
善
人
で
あ
る
か
の
よ
う
な
、
ま
た
努
力
す
る
人
で
あ
る
か
の
よ
う
な
相
を
見
せ
よ
う
と
す
る
、
と
い
う
の
で
す
。

と

こ
ろ
が
、
三
旬
目
、
四
句
目
で
は

「貧
瞑
邪
偽
お
ほ
き
ゆ
ゑ
　
好
詐
も
も
は
し
身
に
み
て
り
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
「貧
」
と
は
、

貧
欲
の
こ
と
で
、
む
さ
ぼ
り
の
心
の
こ
と
で
す
。
「瞑
」
と
は
、
瞑
患
、

つ
ま
り
怒
り
の
心
の
こ
と
で
す
。
自
分
の
思
う
よ
う
に
い
か
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な

い
と
き
に
は
、
怒
り
の
心
が
ふ

つ
ふ

つ
と
わ
き
起
こ
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
瞑
悉
と
い
う
の
で
す
。
「邪
」
と
い
う
の
は
、
よ
こ
し

ま
と
い
う
意
味
で
す
。
「偽
」
と
い
う
の
は
、
偽
り
の
こ
と
で
す
。
外
面
は
賢

い
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
善
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、

ま
た
努
力
す
る
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
け
れ
ど
も
、
内
面
は
よ
こ
し
ま
で
偽
り
の
心
に
満
ち
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
「好
」

と

い
う
の
は
、
悪
賢
い
と
い
う
意
味
で
す
。
「詐
」
は
、
だ
ま
す
と
い
う
意
味
で
す
。
人
は
外
面
と
違
い
内
面
は
、
人
を
だ
ま
し
た
り

す
る
よ
う
な
心
に
満
ち
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
こ
の
和
讃
は
念
仏
の
教
え
に
出
遇

っ
て
見
え
て
き
た
、
自
身
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
詠

っ
た
も
の
で
す
。
し
か
し

こ
れ
は
単
な
る
内

省
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
念
仏
の
教
え
に
出
遇

っ
て
見
え
て
き
た
自
分
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
吐
露
さ
れ
た
も
の
で
す
。
単
な
る
悲
嘆
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
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〈救
い
の
喜
び
〉

　
同
じ
く

「悲
歎
述
懐
讃
」
に

　
　
無
漸
無
悦
の
こ
の
身
に
て
　
　
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
は
な
け
れ
ど
も

　
　
弥
陀
の
回
向
の
御
名
な
れ
ば
　
功
徳
は
十
方
に
み
ち
た
ま
ふ

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
和
讃
は
、
前
の
二
句
と
あ
と
の
二
句
を

一
応
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
「無
漸
無
悦
の
こ

の
身
に
て
　
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
は
な
け
れ
ど
も
」
と
い
う
最
初
の
二
句
は
、
念
仏
の
教
え
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
自
身

の
あ
り
の
ま
ま
の

姿
で
す
。
「私
に
は
天
に
恥
じ
地
に
恥
じ
る
よ
う
な
心
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
」
と
言

っ
て
い
る
の
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば

「
『ご
め

ん
な
さ
い
』
と
い
う
よ
う
な
心
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
私
で
あ
る
」
と
言

っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
を

「ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
は
な
け

れ
ど
も
」
、
つ
ま
り
真
実
心
が
な
い
と
言

い
換
え
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。



信心の利益

　

そ
し
て
後
半
に
は
、
「弥
陀
の
回
向
の
御
名
な
れ
ば
　
功
徳
は
十
方
に
み
ち
た
ま
ふ
」
と
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
「弥
陀
」
と
は
阿
弥
陀

仏

の
こ
と
で
す
。
「回
向
」
と
は
は
た
ら
き
の
こ
と
で
す
。
「御
名
」
と
は
阿
弥
陀
仏
の
名
前
、
つ
ま
り
南
無
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
後
半
二
句
で
は

「阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
で
あ
る
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
か
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
込
め
ら
れ
た
功
徳

は
、
十
方
す
べ
て
に
行
き
渡

っ
て
い
る
」
と
仰

っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

　

最
初
二
句
の

「無
漸
無
偲
の
こ
の
身
に
て
　
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
は
な
け
れ
ど
も
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
私
で
は
あ

っ
て
も
、
そ
の
私

に
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
は
至
り
届
い
て
い
る
と
喜
ば
れ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
親
驚
聖
人
が
こ
こ
で
詠
ん
で
お
ら
れ
る
和
讃

の
内
容
は
、
単
な
る
悲
嘆
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
悲
嘆
と
同
時
に
喜
び
が
あ
る
の
で
す
。
あ
り
の
ま
ま
の
私
が
阿
弥
陀
仏
に
よ

っ
て
、
そ
の
ま
ま
摂
め
取
ら
れ
て
い
る
と

い
う
喜
び
が
あ
る
の
で
す
。

　
先
ほ
ど
の

　
　
外
儀
の
す
が
た
は
ひ
と
ご
と
に
　
賢
善
精
進
現
ぜ
し
む

　
　
食
瞑
邪
偽
お
ほ
き
ゆ
ゑ
　
　
　
　
好
詐
も
も
は
し
身
に
み
て
り

と

い
う
和
讃
も
、
表
に
現
れ
て
い
る
の
は
悲
嘆
す
る
姿
で
す
が
、
同
時
に
悲
嘆
す
べ
き
私
が
阿
弥
陀
仏
に
よ

っ
て
摂

め
取
ら
れ
て
い
る

と

い
う
喜
び
が
あ
る
こ
と
を
こ
の
言
葉
の
中
に
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
救

い
と
は
、
言

い
換
え
れ
ば
、
あ
り
の
ま
ま
の
私
が
阿
弥
陀
仏
に
よ

っ
て
肯
定
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
し
ょ

う
。
念
仏
の
教
え
に
出
遇
う
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
私
が
そ
の
ま
ま
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
人
間
に
は
、
今
の
こ
の
私
を
無
条
件
に
認
め
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
身

の
存
在
を
認
め
ら

れ
る
こ
と
は
、
人
間
に
と

っ
て

一
番
う
れ
し
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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〈本
当
の
安
心
〉

　

飯
塚
浩
と
い
う
精
神
科
医
が
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言

っ
て
い
ま
す
。

　
　
本
当
の
安
心
と
は
合
理
的
思
考
や
力
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
無
力
な
自
分
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

お
断
り
し
て
お
き
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
が

一
言

一
句
、
正
確
か
ど
う
か
、
ち
ょ
っ
と
自
信
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
趣
旨

の
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
文
章
は
真
宗
で
い
う
と
こ
ろ
の
救

い
に
共
通
す
る
内
容
を
含
ん
で

い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。

　

こ
の
飯
塚
先
生
の
文
章
を
私
な
り
に
解
釈
し
て
み
ま
す
と
、
「本
当
の
安
心
」
と
は
、
別

の
言
い
方
を
す
れ
ば

、
「本
当
の
救
い
」

「本
当
の
幸
せ
」
と
い
う
言
葉
に
も
置
き
換
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
ま
た
合
理
的
思
考
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
安

心

が
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
言

っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
無
駄
の
な
い
思
考
を
す
れ
ば
、
人
間
安
心
で
き
る
か
と
言
え
ば
、
そ
う

で
は
な
い
と
い
う
の
で
す
。
感
情
を
持
ち
合
わ
せ
た
私
た
ち
が
、
言
い
換
え
れ
ば
非
合
理
な
私
た
ち
が
、
合
理
的
思
考
で
安
心
で
き
る

は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
安
心
は
力
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
の
で
も
な
い
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
力
と
い
う
の
は
、
地
位
と
か
名
誉

と
か
財
産
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
地
位
と
か
名
誉
と
か
財
産
を
手
に
入
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
人
間
は
安
心
で
き
る

も

の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
す
。
必
ず
し
も
地
位
や
名
誉
、
財
産
が
安
心
の
担
保
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
の
で
す
。

　

そ
し
て
飯
塚
先
生
は
、
「無
力
な
自
分
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
仰
ら
れ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は

「あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を

受

け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
言

い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、
「あ
り
の
ま
ま
の
自
分
」
は

ど

の
よ
う
に
し
た
ら
分
か
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
自
分
が
自
分
を
振
り
返

っ
て
分
か
る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
自

分

の
こ
と
が

一
番
よ
く
分
か
っ
て
い
る
の
は
自
分
自
身
で
す
が
、
逆
に
自
分
の
こ
と
が

一
番
分
か
っ
て
な

い
の
も
自
分
で
し
ょ
う
。
人

間

は
誰
し
も
自
分
が

一
番
可
愛

い
で
す
か
ら
、
自
分
に
都
合
の
良

い
よ
う
に
し
か
自
身
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
、
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「あ
り
の
ま
ま
の
自
分
」
と
い
う
の
は
、
ぶ
れ
る
こ
と
の
な
い
絶
対
的
な
基
準
を
通
し
て
し
か
見
え
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す

。
そ
の
絶
対
的
な
基
準
と
な
る
も
の
が
、
念
仏
の
教
え
な
の
で
す
。

信心の利益

〈
鏡
の
讐
え
〉

　
念
仏
と
私
と
の
関
係
を
鏡
と
私
と
の
関
係
で
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
日
常
鏡
を
見
る
の
は
、
自
分
が
き
れ
い
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
で
し
ょ
う
。
こ
の
場
合
、
鏡
の
表
面
が
平
ら
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
き
れ
い

に
さ
え
見
え
れ
ば
い
い
の
で
す
。
他
人
か
ら
ど
う
見
え
よ
う
と
そ
ん
な
こ
と
は
構
わ
な
い
の
で
す
。
自
分
が
き
れ

い
だ
と
思
え
れ
ば
い

い
の
で
す
。
客
観
的
に
は
ど
う
で
あ
れ
、
自
分
が
き
れ
い
だ
と
思
う
こ
と
で
満
足
す
る
の
で
す
。

　

こ
の
こ
と
は
考
え
方
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
自
分
の
考
え
は
正
し
い
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
で
、
そ
れ
に
賛
同
し
て

く
れ
る
人
が

い
れ
ば
そ
れ
で
い
い
の
で
す
。
自
分
の
考
え
が
客
観
的
に
正
し
い
か
ど
う
か
は
ど
う
で
も
い
い
の
で
す
。
そ
れ
が
私
た
ち

の
日
常
の
在
り
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
こ
れ
で
は
本
当
の
安
心
は
得
ら
れ
な
い
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
に
日
常
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
念
仏
の
教
え
に
出
遇
う
と
い
う
こ
と
は
、
基
準
が
逆
転
す
る
の
で
す
。
自
分
を
基
準
に
も

の
ご
と
を
見
て
い
た
の
を
、
念
仏
を
基
準
と
し
て
自
分
自
身
を
見
つ
め
て
い
く
の
で
す
。
先
ほ
ど
の
鏡
の
讐
え
で
言
え
ば
、
表
面
が
真

っ
平
ら
な
鏡
の
前
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
た
姿
が
、
初
め
て

「あ
り
の
ま
ま
の
姿
」
だ
と

い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
飯
塚
先
生
が
仰

っ
て
お
ら
れ
る

「無
力
な
自
分
」
と
い
う
の
も
、
こ
の

「あ
り
の
ま
ま
の
自
分
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　
飯
塚
先
生
が

「無
力
な
自
分
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
仰
る
の
は
、
「あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
受
け
入
れ

る
こ
と
で
あ
る
」
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と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
「あ
り
の
ま
ま
の
自
分
」
を
受
け
入
れ
て
こ
そ
、
そ
こ
に
初
め
て
本
当
の
安
心
が
得
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
は
親
驚
聖
人
が
示
さ
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
救
い
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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〈
今
生
に
得
る
利
益
〉

　

そ
れ
で
は
、
信
心
を
得
て
今
生
に
得
る
利
益
と
は

一
体
ど
ん
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
受
け
入
れ
る
と
は
、

換
言
す
れ
ば
、
「苦
の
中
に
生
き
て
い
る
私
で
あ
る
」
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
信
心
を

い
た
だ
い
た
か
ら
と
い

っ
て
、
決
し
て
苦
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
苦
の
中
を
生
き
て
い
る
私
と
い
う
も
の
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、

同
時
に
そ
ん
な
私
が
そ
の
ま
ま
阿
弥
陀
仏
に
摂
め
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
そ

こ
に
苦
を
乗
り
越

え

て
い
く
力
が
恵
ま
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
利
益
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
信
心
を
得
る
、
阿
弥
陀
仏
の
教
え
に
出
遇
う
、
念
仏
の
教
え
に
出
遇
う
と
い
う
こ
と
は
、
苦
の
中
を
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
私
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
は

っ
き
り
と
分
か
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
自
分
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
が
、
念
仏
の
教
え
を
通
し
て
見

え
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
安
堵
の
思
い
、
安
心
、
喜
び
が
恵
ま
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
が
利
益
で
す
。

　
問
題
は
、
私
た
ち
が
こ
こ
に
価
値
観
を
見
い
だ
せ
る
か
ど
う
か
で
す
。
信
心
を

い
た
だ

い
た
ら
、
煩
悩
が
僅
か
で
も
減

っ
て
立
派
な

人
間
に
な
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
た
い
心
情
は
理
解
で
き
ま
す
が
、
煩
悩
が
無
く
な

っ
て
立
派
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

の
で
す
。
煩
悩
が
な
く
な

っ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
煩
悩
を
持

っ
た
わ
が
身
で
あ
る
こ
と
が
、
よ
り
鮮
明
に
見
え
て
く
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。
し
か
し
た
だ
悲
嘆
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
安
心
と
い
う
か
、
ほ
っ
と
安
堵
す
る
世
界
が
あ
る
の
で
す
。

〈弥
陀
の
本
願
〉



信心の利益

　
親
驚
聖
人
は
、
念
仏
の
教
え
を
通
し
て
救
わ
れ
た
の
で
す
。
『歎
異
抄
』
の
第
二
条
に

　
　
念
仏
は
、
ま
こ
と
に
浄
土
に
生
る
る
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
ら
ん
、
ま
た
地
獄
に
お
つ
べ
き
業
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
。
総
じ
て
も

　
　
つ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
た
と
ひ
法
然
聖
人
に
す
か
さ
れ
ま
ゐ
ら
せ
て
、
念
仏
し
て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も
、
さ
ら
に
後
悔
す
べ

　
　
か
ら
ず
候
ふ
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
自
余
の
行
も
は
げ
み
て
仏
に
成
る
べ
か
り
け
る
身
が
、
念
仏
を
申
し
て
地
獄
に
も
お
ち
て
候
は
ば

　
　
こ
そ
、
す
か
さ
れ
た
て
ま
つ
り
て
と
い
ふ
後
悔
も
候
は
め
。
い
つ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は

一
定
す

　
　
み
か
ぞ
か
し
。
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
釈
尊
の
説
教
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
。

と
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
最
後
の

「弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
釈
尊
の
説
教
虚
言口
な
る
べ
か
ら
ず
」
は
、
こ
れ

を
現
代
語
訳
す
れ
ば
、
「阿
弥
陀
様
の
教
え
が
真
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
お
釈
迦
様
の
教
説
も
、
う
そ
偽
り
で
あ
る
は
ず
が
な
い
」
と
い

う
意
味
に
な
り
ま
す
。
こ
の
表
現
に
違
和
感
を
覚
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。
釈
迦
と
弥
陀
の
順
番
が
逆
だ
と
は
思

い
ま
せ
ん
か
。
[釈
尊

の
教
説
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
弥
陀
の
本
願
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
分
か
り
ま
す
が
、
先

に
弥
陀
の
本
願
が

き
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は

一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
部
分
を
直
訳
す
れ
ば
、
「弥
陀

の
本
願
が
真
実
で
あ
る
な

ら
ば
」
と
訳
さ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
が
、
こ
の
意
味
は
決
し
て

「も
し
弥
陀
の
本
願
が
真
実
で
あ
る
と
仮
定
し
た
な
ら
ば
」
と
い
う
意
味

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
意
味
は

「弥
陀
の
本
願
が
真
実
で
あ
る
か
ら
」
な
の
で
す
。
「弥
陀

の
本
願
が
真
実
で
あ
る
か
ら
、
弥
陀
の

本
願
を
説
い
た
釈
尊
の
教
説
が
う
そ
偽
り
で
あ
る
は
ず
が
な
い
」
と
い
う
意
味
で
す
。
大
事
な
と
こ
ろ
は
、
「弥
陀

の
本
願
が
真
実
で

あ
る
か
ら
」
と

い
う
と
こ
ろ
で
す
。

〈な
ぜ
本
願
は
真
実
な
の
か
〉

親
驚
聖
人
は
、
ど
う
し
て
弥
陀
の
本
願
が
真
実
だ
と
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
聖
人
自
身
が
、
弥
陀
の
本
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願
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
か
ら
で
す
。
聖
人
は
本
願
の
教
え
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
救
わ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
弥
陀
の
本
願
が
真
実
で
あ

る
と
言

い
切
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　

前
後
し
ま
す
が
、
今
、
私
た
ち
が
弥
陀
の
本
願
に
救
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
親
驚
聖
人
は
、
「正
定
聚
」
と

い
う
言
葉
で
あ
ら

わ

さ
れ
て
い
ま
す
。
「正
定
聚
」
は
、
「ま
さ
し
く
成
仏
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
仲
間
」
と
い
う
意
味
で
す
。
聖
人
は

『教
行
信
証
』

「
信
巻
」
に
念
仏
者
が
得
る
十
の
利
益
を
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
心
は
正
定
聚
に
入
る
と
い
う
利
益
で
す
。
聖
人
の

「御
消
息
」

を
見
ま
す
と
、

　
　

『大
無
量
寿
経
』
に
は
、
摂
取
不
捨
の
利
益
に
定
ま
る
も
の
を
正
定
聚
と
な
づ
け
、
『無
量
寿
如
来
会
』
に
は
等
正
覚
と
説
き
た

　
　
ま
へ
り
。

と
あ
り
ま
す
。
聖
人
は
経
典
を
根
拠
に
、
「信
心
を

い
た
だ
い
た
そ
の
と
き
に
、
阿
弥
陀
仏
に
摂
め
取
ら
れ
正
定
聚

の
利
益
を
得
る
」

と
言

っ
て
い
る
の
で
す
。
信
心
を
い
た
だ
い
て
私
が
阿
弥
陀
仏
の
救
い
に
あ
ず
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
、
臨
終
に
は
必
ず
仏
に

な
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。
「信
巻
」
便
同
弥
勒
釈
に
は
、

　
　
念
仏
の
衆
生
は
横
超
の
金
剛
心
を
窮
む
る
が
ゆ
ゑ
に
、
臨
終

一
念
の
夕
べ
、
大
般
浬
葉
を
超
証
す
。

と
あ
り
ま
す
。
念
仏
者
は
横
超
の
金
剛
心
、
つ
ま
り
他
力
の
信
心
を
得
て
い
る
か
ら
、
臨
終
に
は
阿
弥
陀
仏
と
同
じ
さ
と
り
を
開
く
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
す
。

　
信
心
を
い
た
だ
け
ば
臨
終
に
は
浄
土
に
往
生
し
、
さ
と
り
を
開
く
な
ど
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
言
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で

ま
た
先
ほ
ど
の

『歎
異
抄
』
の
文
に
戻
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

　
　
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
釈
尊
の
説
教
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
。

と
あ
り
ま
す
。
聖
人
は
自
ら
の
救
い
の
経
験
を
通
し
て
、
「本
願
は
間
違

い
な
く
真
実
で
あ
る
」
と
言
い
切

っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
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本
願
文
に
は
、

　
　
設
我
得
仏
　
十
方
衆
生
　
至
心
信
楽
　
欲
生
我
国
　
乃
至
十
念
　
若
不
生
者
　
不
取
正
覚
　
唯
除
五
逆
　
誹
諺
正
法

と
あ
り
ま
す
。
「至
心
信
楽
　
欲
生
我
国
」
と
は
、
信
心
の
こ
と
で
す
。
ま
た

「乃
至
十
念
」
と
は
、
称
名
念
仏
の
こ
と
で
す
。

　
後
ほ
ど
森
田
先
生
か
ら
ま
た
説
明
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
信
心
も
念
仏
も
阿
弥
陀
仏
の
教
え
を
聞
き
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
相

な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
念
仏
は
、
頑
張

っ
て
た
く
さ
ん
称
え
て
、
そ
の
功
徳
を
も

っ
て
往
生
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
性
格
の
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
力
の
称
名
念
仏
は
数
も
、
ま
た
称
え
方
も

一
切
問
題
と
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
自
力
念
仏
と
の
違
い
で
す
。
自
力

念
仏
は
、
自
ら
を
当
て
に
し
て
、
自
ら
が
称
え
た
と
い
う
行
為
に
価
値
を
認
め
る
念
仏
で
す
か
ら
、
念
仏
の
数
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど

い
い
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
信
心
と
か
称
名
念
仏
と
い
う
の
は
本
願
を
受
け
入
れ
た
相
な
の
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
教
え
を
聞
い
た
者
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、

本
願
文
で
は

「若
不
生
者
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
教
え
を
聞
い
た
者
は
必
ず
往
生
さ
せ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、

阿
弥
陀
仏
の
教
え
を
聞
い
た
者
は
、
間
違
い
な
く
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
願
成
就
文
で
は
、
信
心

の
利
益
と
し
て
即

得
往
生
住
不
退
転
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
信
心
を
い
た
だ

い
た
時
に
往
生
成
仏
が
間
違

い
な
い
正
定
聚
と

い
う
利
益
を

い
た

だ
く
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
が
阿
弥
陀
仏
の

一
番
大
切
な
願
で
あ
る
本
願
文
と
そ
の
成
就
文
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

信心の利益

〈浄
土
往
生
〉

　
浄
土
往
生
を
ど
う
し
て
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
え
ば
、
本
願
に
出
遇
い
、
本
願
に
誓
わ
れ
た
よ
う
に
救
わ
れ
て
い
る
と
い

う
経
験
を
通
し
て
で
す
。
こ
う
し
た
経
験
を
通
し
て
聖
人
は
、
本
願
に
説
か
れ
て
い
る
往
生
成
仏
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
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今

の
救

い
を
抜
き
に
往
生
成
仏
の
話
を
し
て
も
、
あ
ま
り
建
設
的
な
議
論
は
望
め
ま
せ
ん
。
「浄
土
が
あ
る
の
か
な

い
の
か
、
説
明

し
て
く
れ
」
と
言
わ
れ
れ
ば
、
説
明
は
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
信
を
抜
き
に
し
た
と
こ
ろ
の
議
論
で
は
、
「な

る
ほ
ど
」
で
終
わ

っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
往
生
成
仏
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
に
は
、
や
は
り
信
心
と
そ
の
利
益
で
あ
る
今
の
救
い

は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
こ
そ
、
往
生
と
か
浄
土
と
い
う
こ
と
が
リ
ア
ル
に
私
の
問
題
と
し
て
か
か
わ

っ
て
く
る

こ
と
に
な
る
の
で

す

。
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〈真
宗
の
利
益
〉

　
浄
土
真
宗
の
利
益
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
現
益
と
当
益
で
す
。
現
益
と
は
、
信
心
を
い
た
だ
い
て
こ
の
生
涯

の
う
ち
に
得
る
利
益
の
こ
と
で
、
入
正
定
聚
の
利
益
を
指
し
て
い
ま
す
。
当
益
と
は
、
未
来
に
得
る
利
益
と
い
う
こ
と
で
、
さ
と
り
の

こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。
「臨
終

一
念
の
夕
べ
、
大
般
浬
藥
を
超
証
す
」
と
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
当
益
で
す
。

こ
の
当
益
も
、
こ

の
生
涯
の
う
ち
に
入
正
定
聚
の
利
益
を
い
た
だ
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
言
い
換
え
れ
ば
今
救

い
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
未
来

の
さ
と
り
も
得
ら
れ
る
の
で
す
。
今
の
救
い
を
抜
き
に
未
来
の
さ
と
り
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
未
来
に
さ
と
り
を
開
く
と
、
今
度
は
還
相
の
は
た
ら
き
に
出
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
が
、

　
　
安
楽
無
量
の
大
菩
薩
　
　
　

一
生
補
処
に
い
た
る
な
り

　
　
普
賢
の
徳
に
帰
し
て
こ
そ
　
稜
国
に
か
な
ら
ず
化
す
る
な
れ

と

い
う
和
讃
で
す
。
「安
楽
」
と
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
こ
と
で
す
。
「安
楽
無
量
の
大
菩
薩
」
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
し
て

お
ら
れ
る
勝
れ
た
菩
薩
方
の
こ
と
で
す
。
そ
の
菩
薩
方
は
、
菩
薩
の
最
高
位
で
あ
る

一
生
補
処
の
相
を
取

っ
て
利
他
教
化
に
出
る
の
で

す
。
浄
土
の
往
生
人
は
、
仏
の
姿
を
取
る
の
で
は
な
く
て
、
菩
薩
の
姿
を
取

っ
て
利
他
教
化
に
出
る
の
で
す
。

一
仏

一
国
土
と
い
う
こ



信心の利益

と

で
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
は
、
仏
は
阿
弥
陀
仏
し
か
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
の
で
す
。
こ
の
和
讃
の

「安
楽
無
量
の
大
菩
薩
」
と
い
う

の
は
、
そ
う
い
う
菩
薩
の
こ
と
を
言

っ
て
い
る
の
で
す
。

　

コ

生
補
処
に
い
た
る
な
り
　
普
賢
の
徳
に
帰
し
て
こ
そ
」
で
す
が
、
「普
賢
の
徳
」
と
は
、
左
訓
が
あ

っ
て
意
味
が
記
さ
れ
て
あ

り
ま
す
。
そ
こ
に
は

「仏
の
至
極
の
慈
悲
を
普
賢
と
申
す
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
浄
土
に
往
生
し
た
者
は
、
自
分

一
人
が
さ
と
り
の
境

地
を
楽
し
ん
で
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
阿
弥
陀
仏
と
同
じ
さ
と
り
を
開
き
、
阿
弥
陀
仏
と
同
じ
は
た
ら
き
を

し
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
は
た
ら
き
を

「普
賢
の
徳
」
と
言

っ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
「磯
国
に
か
な
ら
ず
化
す
る
な
れ
」
で
す
。
浄
土
の
往
生
人
は
こ
の
娑
婆
世
界
に
還

っ
て
き
て
、
人
々
を
教
化
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
言

っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
は
た
ら
き
を
還
相
と
言
い
ま
す
。
還
相
は
浄
土
に
往
生
し
て
さ
と
り
を
開
く
と
同
時
で
す
。

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
還
相
の
は
た
ら
き
を
信
心
の
と
こ
ろ
で
語

っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
信
心
を
い
た

だ

い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
私
た
ち
は
煩
悩
ま
み
れ
の
身
が
清
浄
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
仏
と
同
じ
慈
悲
の
活
動
な
ど
で

き
る
は
ず
が
あ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
還
相
の
は
た
ら
き
が
、
い
か
に
高
度
な
は
た
ら
き
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
が

　
　
安
楽
浄
土
に
い
た
る
ひ
と
　
　
五
濁
悪
世
に
か
へ
り
て
は

　
　
釈
迦
牟
尼
仏
の
ご
と
く
に
て
　
利
益
衆
生
は
き
は
も
な
し

と

い
う
和
讃
で
す
。
「安
楽
浄
土
に
い
た
る
ひ
と
」
と
は
、
浄
土
に
往
生
し
た
人
と
い
う
意
味
で
す
。
浄
土
に
往
生

し
た
人
は
、
「五
濁

悪
世
に
か

へ
り
て
は
」
、
つ
ま
り
こ
の
世
界
に
還

っ
て
く
る
と
、
「釈
迦
牟
尼
仏
の
ご
と
く
に
て
」
、

つ
ま
り
釈
迦
仏
と
同
じ
よ
う
に

「利
益
衆
生
は
き
は
も
な
し
」
、
つ
ま
り
衆
生
を
利
益
す
る
活
動
が
で
き
る
と
い
う
の
で
す
。
私
た
ち
が
信
心
を

い
た
だ
い
た
程
度
で
は
、

還
相
の
は
た
ら
き
な
ん
て
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
浄
土
に
往
生
し
て
さ
と
り
を
開
け
ば
、
私
た
ち
も
還
相

と
呼
ば
れ
る

「仏
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の
至
極
の
慈
悲
」
の
は
た
ら
き
が
で
き
る
と
親
驚
聖
人
は
示
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
が
当
益
で
す
。

　
浄
土
真
宗
に
は
、
前
半
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
救
い
と
い
う
現
益
が
あ

っ
て
、
こ
の
救

い
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
臨
終
の

一
念
に

は
さ
と
り
を
開
く
と
い
う
当
益
を

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
し
て
さ
と
り
を
開
く
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
だ
け
が
さ
と
り

の
世
界
を
楽
し
む
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
還

っ
て
き
て
、
人
々
を
さ
と
り
の
世
界

へ
と
導
く
よ
う
な
は
た
ら
き
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
が
浄
土
真
宗
の
信
心
の
利
益
な
の
で
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
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