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仏
教
と
は
何
か
、
と
問
わ
れ
た
な
ら
ば
「
煩
悩
に
と
ら
わ
れ
な
い
た
め
の
教
え
」、
そ
れ
が
た
だ
唯
一
の
答
え
で
あ
る
。
そ
の
答

え
に
基
づ
く
な
ら
ば
国
家
、
政
治
、
経
済
、
権
力
関
係
な
ど
は
所
詮
、
人
間
世
界
の
煩
悩
が
生
み
出
し
た
蜻
蛉
の
よ
う
な
概
念
で
し

か
な
い
。

　

し
か
し
、
仏
教
の
歴
史
を
繙
い
た
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
史
研
究
の
多
く
が
扱
う
時
代
の
国
家
、
政
治
、
経
済
、
権
力
関
係
に
、
仏
教

が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
た
の
か
、
も
し
く
は
反
対
に
、
世
俗
世
界
を
仏
教
が
ど
の
よ
う
に
利
用
し
た
の
か
を
言
及
す
る
こ
と
の
み
、

に
着
地
点
を
見
出
し
て
い
る
の
が
現
状
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
仏
教
が
も
た
ら
し
た
現
実
社
会
を
生
き
る
人
間
と
信
仰
や
思
想
の

具
体
相
を
扱
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
仏
教
の
中
に
も
世
俗
的
な
要
素
が
あ
る
と
い
う
視
点
、
そ
の
要
素
が
世
俗
社
会
と
の
癒
着
や

軋
轢
を
生
み
出
し
な
が
ら
も
、
日
本
に
仏
教
が
根
付
い
て
い
っ
た
、
と
い
う
考
え
に
固
執
し
た
果
て
の
答
え
が
日
本
仏
教
史
の
研
究

の
現
在
の
実
情
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
の
答
え
は
、
研
究
者
自
身
が
政
治
や
経
済
を
述
べ
る
こ
と
こ
そ
が
学
問
な
の
だ
、

と
い
う
仏
教
が
説
く
と
こ
ろ
の
煩
悩
に
と
ら
わ
れ
た
自
分
を
描
い
た
私
小
説
で
し
か
な
い
。

　

我
々
は
一
体
い
つ
か
ら
仏
教
を
、
国
家
、
政
治
、
経
済
、
権
力
関
係
等
を
論
じ
る
た
め
の
道
具
に
変
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

た
と
え
、
過
去
に
国
家
、
政
治
、
経
済
、
権
力
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
見
そ
の
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
、

「
果
た
し
て
そ
う
な
の
か
」
と
い
う
疑
い
や
、
現
代
と
は
大
き
く
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
視
点
は
、
常
に
も
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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人
類
は
、
い
ま
の
わ
た
し
た
ち
か
ら
は
、
と
き
に
途
方
も
な
く
み
え
る
習
慣
や
実
践
を
も
っ
て
き
た
。
あ
る
い
は
想
像
も
よ
ら

な
い
関
係
性
を
む
す
ん
で
き
た
し
、
い
ま
の
想
像
力
で
は
考
え
ら
れ
も
し
な
い

─
た
と
え
ば
国
家
の
な
い
社
会
、
国
家
が
あ

る
よ
う
で
い
て
無
力
化
さ
れ
た
社
会
、
市
場
は
あ
る
が
資
本
主
義
は
な
い
社
会
、
商
業
は
活
発
だ
が
搾
取
の
ほ
と
ん
ど
な
い
社

会
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
借
金
の
帳
消
し
を
や
っ
て
い
る
社
会
、
専
制
君
主
の
も
と
で
の
自
由
な
社
会
、
な
ど
な
ど
の
状
況
の
な
か

で
、
悩
ん
だ
り
苦
し
ん
だ
り
、
と
き
に
地
獄
を
み
た
り
、
楽
園
を
味
わ
っ
た
り
し
な
が
ら
、
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
も
そ
れ

は
、
い
ま
も
む
か
し
も
例
外
で
は
な
い
。

（
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
グ
レ
ー
バ
ー
「
世
界
を
共
に
想
像
し
直
す
た
め
に

─
訳
者
あ
と
が
き
に
か
え
て
」、『
負
債
論

─
貨
幣
と
暴
力
の
５
０
０

０
年
』
以
文
社
、
二
〇
一
六
年
）

　

こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
私
た
ち
が
当
た
り
前
だ
と
考
え
て
い
る
思
考
や
社
会
の
あ
り
方
自
体
を
疑
え
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
私
た
ち
は
国
家
が
い
か
な
る
も
の
か
、
社
会
は
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
の
か
、
経
済
は
ど
の
よ
う
な
動
き
を
し
て

き
た
の
か
、
権
力
関
係
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
を
歴
史
の
中
に
見
出
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
歴
史
と
み
な
し
て
い
る
の

は
、
再
構
成
さ
れ
た
歴
史
叙
述
で
あ
る
。
様
々
な
出
来
事
が
網
の
目
の
よ
う
に
つ
な
が
り
錯
綜
し
結
び
合
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
も
は
や
歴
史
研
究
を
す
る
上
で
は
一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
国
家
、
政
治
、
経
済
、
権
力
と
い
っ
た
言
葉
や
概
念
自
体
が
近
代
に
な
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
作

り
出
さ
れ
た
過
程
を
忘
却
し
、
あ
た
か
も
過
去
か
ら
現
代
ま
で
外
型
だ
け
形
を
変
え
な
が
ら
も
存
続
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
錯
覚

に
陥
っ
た
ま
ま
、
仏
教
の
歴
史
は
読
み
解
か
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
仏
教
の
歴
史
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
国
家
や
経
済
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
煩
悩
か
ら
脱
し
き
れ
て
い
な
い
。
そ

れ
は
、
仏
教
の
歴
史
を
論
じ
る
出
発
点
が
そ
も
そ
も
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
。
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一
般
に
我
々
は
仏
教
と
い
う
の
は
、「
私
が
悟
る
」
と
考
え
る
が
、
そ
れ
は
大
き
な
間
違
い
で
あ
る
。
仏
教
は
自
己
中
心
的
思
考

を
排
除
す
る
教
え
で
あ
る
。
そ
の
教
え
を
説
く
仏
教
の
歴
史
を
学
ぶ
意
義
は
、「
私
」
と
い
う
存
在
自
体
が
煩
悩
そ
の
も
の
で
あ
る

こ
と
、
煩
悩
の
中
に
あ
っ
て
は
自
己
中
心
の
思
考
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
知
る
こ
と
に
あ
る
。

　

こ
こ
で
必
要
と
な
る
の
が
、
仏
＝「
悟
り
」
が
「
私
」
を
変
え
て
い
く
と
い
う
新
た
な
視
点
で
あ
る
。

　

経
典
、
教
学
書
、
仏
教
説
話
、
願
文
な
ど
に
記
さ
れ
た
誓
願
は
、
一
見
す
る
と
「
私
」
が
誓
い
を
立
て
て
利
他
行
を
実
践
し
、
一

切
衆
生
を
導
い
た
と
と
ら
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
事
実
は
そ
の
反
対
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
私
」
は
煩
悩
と
い
う
あ
り
方
を

し
て
い
る
た
め
自
力
で
誓
願
を
立
て
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
「
仏
の
は
た
ら
き
」
が
「
私
」
に
与
え
ら
れ
、
誓
願
を
立
て

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　

経
典
、
教
学
書
、
説
話
、
願
文
に
は
、「
他
者
を
救
済
し
た
い
」
と
い
う
誓
い
を
「
仏
」
に
よ
り
「
与
え
ら
れ
た
」
人
々
に
よ
っ

て
世
界
や
歴
史
が
作
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
与
え
ら
れ
た
」
と
い
う
感
覚
や
考
え
を
も
っ
た
人
々
の
中
で
は
、
煩
悩
を
も
つ
人
間
は
い
か
な
る
権
力
を
も
っ
た
人
物
で
あ
ろ

う
と
も
、
人
間
を
支
配
し
た
り
変
え
た
り
す
る
力
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
真
実
が
明
ら
か
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
に

は
生
と
死
が
平
等
に
与
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
権
力
や
財
産
や
土
地
や
金
銭
を
永
遠
に
所
有
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
だ
か
ら
だ
。
所

有
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
も
の
も
、
実
は
「
与
え
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
人
間
に
で
き
る
こ
と
は
た
だ
一
つ
、「
与

え
ら
れ
た
も
の
」
を
ど
の
よ
う
に
使
う
か
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
。

　

で
は
過
去
の
人
々
は
、
ど
の
よ
う
に
、「
与
え
ら
れ
た
も
の
」
す
な
わ
ち
力
や
財
産
を
、
自
分
以
外
の
他
者
の
た
め
に
働
か
せ
て

い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
を
見
つ
け
る
た
め
に
、
小
著
で
は
、「
仏
」
に
力
を
「
与
え
ら
れ
た
」
と
感
じ
た
人
々
に
光
を
当

て
る
こ
と
に
す
る
。

　

標
題
の
「
賢
者
」
と
は
、「
仏
」
に
「
与
え
ら
れ
た
」
力
に
よ
っ
て
理
想
的
世
界
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
奔
走
し
た
人
々
の
こ
と
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で
あ
る
。
桓
武
天
皇
（
七
三
七
～
八
〇
六
）
の
時
代
、
彼
が
即
位
す
る
と
大
胆
な
政
治
お
よ
び
宗
教
文
化
の
改
革
が
始
ま
っ
た
。
政
治

的
に
は
、
有
能
で
清
廉
潔
白
な
少
数
の
官
僚
に
よ
っ
て
政
治
を
善
政
に
導
く
こ
と
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
文
人
貴
族
た
ち
は
、
真
実
の
言
葉
で
綴
ら
れ
た
文
章
を
作
成
す
る
こ
と
で
理
想
的
社
会
の
構
築
を
目
指
し
た
。
真
実
の

言
葉
と
は
、
一
つ
は
儒
教
的
な
政
治
的
理
想
を
語
る
言
葉
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
人
間
と
は
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
を
追
求
し
た
釈

迦
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
聖
な
る
言
葉
、
清
浄
な
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
人
間
が
作
り
出
し
た
言
葉
で
あ
っ
て
は
意
味

を
成
さ
な
い
。
聖
人
も
し
く
は
覚
者
の
言
葉
で
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
欲
望
に
と
ら
わ
れ
た
人
間
の
言
葉
は

「
狂

き
ょ
う

言げ
ん

綺き

語ぎ
ょ

」
に
あ
た
る
か
ら
だ
。
で
は
真
実
の
言
葉
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
問
え
ば
、
仏
教
経
典
や
教
理
書
の
中
に
の
み
示
さ
れ

て
い
る
。
仏
が
説
い
た
言
葉
が
悟
り
で
あ
り
、
嘘
偽
り
の
な
い
真
実
で
あ
る
。

　

そ
れ
ら
「
賢
者
」
の
言
葉
を
用
い
た
の
が
菅
原
道
真
（
八
四
五
～
九
〇
三
）
で
あ
る
。
道
真
は
自
ら
「
賢
者
」
と
し
て
理
想
的
社
会

の
実
現
、
実
現
さ
れ
た
社
会
の
姿
を
詩
に
描
き
出
し
て
い
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
描
か
れ
た
世
界
は
一
体
ど
の
よ
う
に
理
想
的
な
あ
り

方
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
小
著
で
は
、「
賢
者
」
と
し
て
の
新
た
な
菅
原
道
真
像
を
描
い
て
い
く
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
道
真
を
「
文
道
の
祖
」＝
仏
と
し
て
奉
っ
た
念
仏
結
社
勧
学
会
が
康
保
元
年
（
九
六
四
）
に
結
成
さ
れ
る
。
勧
学
会
は
文
人

貴
族
と
天
台
宗
の
学
僧
か
ら
構
成
さ
れ
た
「
賢
者
」
の
集
団
で
あ
る
。
彼
ら
は
勧
学
会
を
結
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
仏
教

的
社
会
の
構
築
に
力
を
注
い
で
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
は
道
真
が
描
き
出
し
た
世
界
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
極
楽
浄
土
往
生
と
他
者
救

済
を
中
心
と
し
た
理
想
的
社
会
の
構
築
を
目
指
し
て
い
く
。

　

も
ち
ろ
ん
「
賢
者
」
は
文
人
貴
族
ば
か
り
で
は
な
い
。
仏
教
に
よ
っ
て
統
治
す
る
王
・
金
輪
聖
王
と
み
な
さ
れ
た
天
皇
も
、
在
位

中
は
、
積
極
的
に
「
賢
者
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く
。
ま
た
上
皇
は
、
天
皇
を
退
位
す
る
こ
と
で
活
動
範
囲
が
広
が
る
と

と
も
に
、
一
層
の
仏
教
的
善
業
を
積
む
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
際
に
必
要
と
な
る
の
が
誓
願
で
あ
る
。

　

阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏
に
な
っ
て
他
者
を
救
済
す
る
た
め
に
仏
に
立
て
る
誓
い
が
誓
願
で
あ
り
、
そ



v

緒　言

れ
を
文
章
化
し
た
テ
ク
ス
ト
が
願
文
で
あ
る
。
願
文
に
目
を
通
す
と
、
自
ら
の
身
分
や
役
割
に
与
え
ら
れ
た
真
意
は
何
か
を
模
索
し
、

「
我
々
は
仏
の
た
め
に
何
が
で
き
る
の
か
」
と
問
い
続
け
た
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　

藤
原
道
長
（
九
六
六
～
一
〇
二
八
）
を
代
表
と
す
る
摂
関
家
と
い
っ
た
有
力
貴
族
た
ち
も
同
様
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
天
皇
＝
金
輪
聖

王
を
補
佐
す
る
立
場
と
し
て
、
自
ら
ど
の
よ
う
な
仏
教
的
善
行
が
で
き
る
か
を
常
に
求
め
続
け
、
ま
た
求
め
ら
れ
た
。
法
成
寺
や
宇

治
の
平
等
院
は
、
藤
原
道
長
の
権
力
の
象
徴
で
は
な
い
。
も
し
浄
土
信
仰
が
個
人
的
な
も
の
な
ら
ば
、
西
に
向
か
っ
て
観
想
念
仏
を

し
て
い
れ
ば
い
い
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
藤
原
道
長
も
そ
の
子
頼
通
（
九
九
二
～
一
〇
七
四
）
も
大
寺
院
を
作
り
上
げ
た
。
彼
ら
に
は
、

観
想
念
仏
は
と
う
て
い
個
人
的
な
も
の
で
は
す
ま
な
か
っ
た
。
観
想
念
仏
自
体
が
困
難
な
修
行
で
あ
る
。
た
と
え
源
信
（
九
四
二
～

一
〇
一
七
）
の
『
往
生
要
集
』
や
『
観
無
量
寿
経
』
に
記
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
煩
悩
が
心
に
生
じ
修
行
の
邪
魔
を
す
る
。
そ
の

た
め
、
道
長
は
こ
の
世
に
浄
土
が
現
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
そ
れ
が
法
成
寺
で
あ
っ
た
。

　

歴
史
物
語
『
栄
花
物
語
』
を
読
む
と
、
法
成
寺
落
慶
法
要
に
は
多
く
の
人
々
が
参
集
し
て
い
る
。
法
成
寺
建
立
は
道
長
が
「
賢

者
」
と
し
て
成
さ
ね
ば
な
ら
な
い
事
業
で
あ
っ
た
。
具
体
的
な
浄
土
の
姿
を
娑
婆
世
界
に
現
出
さ
せ
る
こ
と
、
そ
れ
は
多
く
の
人
々

に
極
楽
浄
土
は
目
の
前
に
あ
る
の
だ
と
い
う
理
解
を
芽
生
え
さ
せ
た
。
摂
関
家
は
「
賢
者
」
の
家
で
あ
り
続
け
な
け
れ
ば
成
立
し
な

い
家
な
の
で
あ
る
。

　

一
方
「
愚
者
」
と
は
、
仏
の
智
慧
に
は
あ
ま
り
に
劣
っ
て
い
る
、
自
力
で
は
悟
り
に
い
た
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
自
覚
し
た
人
々
、

初
め
て
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
や
本
願
に
よ
る
救
い
と
い
う
も
の
に
気
づ
か
さ
れ
た
人
々
を
意
味
す
る
。
も
し
く
は
「
仏
は
我
々
に
何
を

し
た
い
と
願
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
問
い
続
け
た
人
々
の
こ
と
を
指
す
。

　

貴
族
社
会
と
は
異
な
る
身
分
階
級
の
人
々
、
す
な
わ
ち
貴
族
社
会
と
つ
な
が
り
が
無
い
僧
侶
た
ち
、
具
体
的
に
は
法
然
の
周
辺
に

い
た
鎌
倉
時
代
の
僧
侶
を
中
心
と
し
た
人
々
で
あ
る
。

　

彼
ら
が
共
通
し
て
使
っ
た
言
葉
は
「
愚
」
で
あ
り
、
決
し
て
「
賢
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
な
か
っ
た
。
仏
教
で
い
う
「
賢
者
」
と



vi

「
愚
者
」
と
は
、
通
常
の
意
味
で
の
、
対
立
す
る
「
賢
」
と
「
愚
」
で
は
な
い
。
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
と
い
う
も
の
に
出
遇
っ
た
と
き
、

あ
の
智
慧
第
一
と
い
わ
れ
た
法
然
で
さ
え
、
自
ら
を
「
愚
癡
の
法
然
房
」
と
称
す
る
し
か
な
か
っ
た
。

　

つ
ま
り
法
然
は
、
私
た
ち
が
住
む
こ
の
娑
婆
世
界
と
い
う
、
す
べ
て
の
生
き
物
た
ち
が
欲
望
に
ま
か
せ
て
相
争
う
世
界
に
は
、

「
賢
者
」
な
ど
一
人
も
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
し
た
が
っ
て
、「
賢
者
」
は
全
く
意
味
を
も
た
な
い
、
こ
の
世

に
存
在
し
な
い
幻
想
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
や
が
て
法
然
の
「
愚
者
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
弟
子
た
ち
と
と
も
に
多
く
の

念
仏
者
へ
と
継
承
さ
れ
た
。
彼
ら
も
ま
た
「
愚
者
」
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
自
分
の
力
で
は
何
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
と
え
何

か
を
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
自
ら
の
煩
悩
が
引
き
起
こ
し
た
行
動
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
。

　

そ
の
理
解
に
は
、
彼
ら
の
あ
る
共
通
し
た
考
え
が
流
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
私
」
は
「
愚
者
」
と
い
う
あ
り
方
を
し
て
い
る
こ

と
を
仏
に
よ
っ
て
「
与
え
ら
れ
た
」
と
い
う
気
づ
き
で
あ
る
。

　
「
愚
者
」
で
あ
る
こ
と
を
気
づ
か
さ
れ
た
と
き
、「
仏
は
私
た
ち
に
何
を
し
た
い
と
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
題
へ
と
足

を
踏
み
込
ん
で
い
く
。

　
「
愚
者
」
は
「
賢
者
」
と
異
な
り
、
仏
は
我
々
に
何
を
語
り
か
け
て
い
る
の
か
を
考
え
な
が
ら
も
、
し
か
し
仏
の
言
葉
は
容
易
に

は
聞
き
取
れ
な
い
と
感
じ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
私
」
は
煩
悩
を
滅
し
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
仏
の
言
葉
を
自
ら
選
ぶ

こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
法
然
は
念
仏
往
生
の
教
え
を
多
く
の
経
典
の
中
か
ら
選
び
出
し
て
、
仏
が
「
愚
者
」
で

あ
る
「
私
」
に
与
え
て
下
さ
っ
た
の
だ
と
考
え
た
。
つ
ま
り
「
選
択
本
願
念
仏
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
愚
者
」
た
ち
が
自
ら
気

づ
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
仏
か
ら
「
与
え
ら
れ
た
」
力
が
、「
私
は
一
人
の
愚
者
な
の
だ
」
と
気
づ
か
せ
た
の
だ
。

　
「
愚
者
」
は
、
仏
に
よ
っ
て
し
か
自
分
は
救
わ
れ
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
に
「
気
づ
か
さ
れ
」、
仏
に
よ
る
は
た
ら
き
こ
そ
が
唯
一

の
救
い
と
な
る
。
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緒　言
　

で
は
過
去
の
「
賢
者
」
と
「
愚
者
」
が
描
い
た
世
界
の
跡
を
た
ど
り
な
が
ら
、
現
代
に
生
き
る
我
々
と
世
界
は
ど
の
よ
う
な
あ
り

方
を
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
の
答
え
が
、「
与
え
ら
れ
」「
語
り
か
け
て
」
く
れ
る
こ
と
を
祈
り
つ
つ
、
仏
と
人
間
と
の

関
係
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

な
お
、
本
書
の
テ
ー
マ
は
日
本
の
浄
土
思
想
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
僧
侶
が
「
愚
者
」
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
た
こ
と
が
吐
露
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
以
前
の
古
代
の
「
賢
者
」
に
よ
る
誓
願
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
文
人
貴
族
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
文
章
を
作
成
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
第
Ⅰ
部
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
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あ	

と	

が	

き

　
　

お
ま
へ
が
た
べ
る
こ
の
ふ
た
わ
ん
の
ゆ
き
に

　
　

わ
た
く
し
は
い
ま
こ
こ
ろ
か
ら
い
の
る

　
　

ど
う
か
こ
れ
が
兜
率
の
天
の
食
に
変
っ
て

　
　

や
が
て
は
お
ま
へ
と
み
ん
な
と
に

　
　

聖
い
資
糧
を
も
た
ら
す
こ
と
を

　
　

わ
た
く
し
の
す
べ
て
の
さ
い
は
ひ
を
か
け
て
ね
が
ふ

（「
永
訣
の
朝
」
宮
澤
家
本
よ
り
）

　

妹
ト
シ
の
死
は
、
宮
澤
賢
治
に
深
い
悲
し
み
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
賢
治
は
、
た
だ
ト
シ
の
兄
思
い
の
妹
と
い
う
姿
を
描
い
た

わ
け
で
は
な
い
。「
ふ
た
わ
ん
の
ゆ
き
」
は
「
兜
率
の
天
の
食
」
に
変
化
し
、
す
べ
て
の
人
々
に
捧
げ
ら
れ
る
こ
と
が
祈
ら
れ
る
。

　
「
兜
率
の
天
」
と
は
、
弥
勒
菩
薩
の
浄
土
・
兜
率
天
を
意
味
す
る
。
弥
勒
菩
薩
は
釈
迦
滅
後
の
五
十
六
億
七
千
万
年
後
に
浄
土
よ

り
娑
婆
世
界
に
下
生
し
、
第
二
の
釈
迦
と
な
っ
て
衆
生
に
法
を
説
き
救
済
し
仏
に
な
る
菩
薩
で
あ
る
。

　

賢
治
が
熱
心
な
法
華
信
仰
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
賢
治
に
は
、
こ
の
世
界
は
世
俗
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
取
り
除
い

た
仏
教
を
通
し
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
地
点
か
ら
眺
め
た
世
界
は
単
な
る
俗
世
で
は
な
く
、
時
と
し
て
仏
土
に
見
え
た
。
た
と
え
ば

ト
シ
に
頼
ま
れ
た
「
ふ
た
わ
ん
の
ゆ
き
」
は
白
く
汚
れ
の
な
い
欲
望
に
染
め
ら
れ
て
い
な
い
清
ら
か
な
も
の
の
象
徴
で
あ
る
。
仏
教

で
は
清
浄
は
仏
を
意
味
す
る
。「
ふ
た
わ
ん
の
ゆ
き
」
が
「
兜
率
の
天
の
食
」
に
変
わ
る
と
き
、
こ
の
世
界
も
「
聖
い
資
糧
」
す
な

わ
ち
悟
り
の
世
界
へ
と
転
じ
る
。
そ
れ
が
「
お
ま
へ
と
み
ん
な
」
へ
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
、
賢
治
は
「
わ
た
く
し
の
す
べ
て
の
さ
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い
は
ひ
を
か
け
て
ね
が
ふ
」
と
、
あ
ら
ゆ
る
者
が
救
済
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
が
、
こ
の
願
は
ま
さ
に
誓
願
と
い
え
る
。

　

賢
治
に
と
っ
て
ト
シ
は
弥
勒
菩
薩
の
化
身
で
あ
り
、
ト
シ
に
請
わ
れ
「
ふ
た
わ
ん
の
ゆ
き
」
を
と
り
、
そ
れ
が
「
聖
い
資
糧
」
に

な
る
こ
と
に
賢
治
は
気
づ
か
さ
れ
た
。
ト
シ
の
死
は
一
人
の
若
い
女
性
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
賢
治
に
仏
の
教
え

と
真
の
救
済
は
何
か
を
教
示
し
た
弥
勒
菩
薩
が
、
こ
の
世
界
に
い
る
「
誰
か
」
を
救
済
す
る
た
め
に
転
生
し
て
い
く
と
見
え
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

身
近
な
者
の
死
は
悲
嘆
で
受
け
止
め
る
の
が
当
た
り
前
だ
と
教
え
ら
れ
た
、
社
会
に
生
き
る
私
た
ち
に
は
、
死
に
ゆ
く
者
を
仏
と

と
ら
え
る
こ
と
は
難
し
い
か
奇
妙
な
も
の
に
思
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
近
し
い
存
在
の
死
を
悲
し
み
だ
け
で
受
け
入
れ
る
べ
き
だ
と
考

え
る
だ
け
な
ら
ば
、
悲
し
み
自
体
が
欲
望
だ
か
ら
、
そ
こ
に
「
私
」
の
救
い
は
見
当
た
ら
ず
仏
の
教
え
も
届
か
な
い
。

　

死
に
ゆ
く
者
は
こ
れ
か
ら
仏
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
感
覚
は
、
仏
か
ら
与
え
ら
れ
た
生
き
る
力
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
賢
治
は
そ

れ
を
ト
シ
か
ら
与
え
ら
れ
た
力
と
感
じ
た
。
与
え
ら
れ
た
力
＝
恩
に
は
返
済
の
義
務
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
物
質
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。「
永
訣
の
朝
」
に
は
、
そ
の
返
済
が
あ
ら
ゆ
る
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
「
さ
い
は
ひ
を
か
け
て
ね
が
ふ
」
と
い
う
報
恩
で
表

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
賢
治
は
利
他
行
の
願
意
を
ト
シ
＝
弥
勒
菩
薩
に
誓
っ
た
の
だ
。

　

過
去
に
生
き
た
人
々
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
仏
の
は
た
ら
き
を
見
い
だ
し
、
森
羅
万
象
は
人
間
の
力
を
超
え
る
と
知
っ
て
い
た
。

そ
の
人
の
地
位
・
財
産
・
家
族
、
す
べ
て
が
「
与
え
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
る
感
覚
の
前
で
は
、
絶
対
的
な
権
力
・
地
位
・
財
産
な
ど

存
在
し
な
い
。

　
「
与
え
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
使
っ
て
他
人
を
支
配
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
う
な
権

限
が
人
間
に
あ
る
と
い
う
考
え
自
体
を
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

た
と
え
莫
大
な
土
地
を
有
し
、
大
き
な
権
力
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
個
人
で
使
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
感
覚
が
常
に
存
し
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あとがき

て
い
た
時
代
が
過
去
に
は
あ
っ
た
の
だ
。「
賢
者
」
た
ち
は
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
。

　

一
方
、「
愚
者
」
た
ち
は
、「
愚
に
還
る
」
こ
と
自
体
が
、
仏
か
ら
「
与
え
ら
れ
た
も
の
」
だ
と
考
え
た
。

自
ら
は
「
愚
者
」
で
あ
る
と
仏
に
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
「
与
え
ら
れ
た
力
」
で
あ
っ
た
。「
与
え
ら
れ
た
力
」
に
よ
っ
て
愚

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
れ
は
や
が
て
仏
は
な
ぜ
私
を
愚
な
ら
し
め
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
へ
と
変
わ
る
。
そ
の
疑
問
も
実

は
仏
の
力
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
あ
る
が
、
疑
問
の
答
え
さ
え
自
ら
の
力
で
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
極
楽
浄
土
と
い
う
場

所
の
み
が
「
私
」
の
居
場
所
と
な
っ
て
い
く
。

　

そ
れ
は
「
賢
者
」
と
は
異
な
る
新
た
な
救
済
の
形
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
極
楽
浄
土
に
往
生
し
た
と
し
て
も
何
か
を
達
成
し
た
と

思
う
な
、
辿
り
着
い
た
と
思
う
な
」
と
い
う
考
え
が
見
て
取
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
法
然
の
浄
土
教
が
興
隆
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、「
賢

者
」
に
対
す
る
社
会
的
評
価
が
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
儒
教
的
政
治
思
想
は
、
朱
子
学
や
王
陽
明
の
新
し
い
儒
学
が
流
入
し
、

日
本
で
も
貴
族
だ
け
で
は
な
く
禅
僧
た
ち
に
よ
っ
て
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
近
世
の
幕
府
を
支
え
る
礎
と
な
っ

て
い
っ
た
。
ま
た
平
安
時
代
以
来
の
伝
統
的
利
他
行
や
菩
薩
行
を
行
う
こ
と
を
目
指
す
願
文
も
、
江
戸
末
期
ま
で
貴
族
や
幕
府
が
主

催
す
る
仏
事
の
た
め
に
作
成
さ
れ
続
け
て
い
っ
た
。

　

現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
も
、
当
然
「
与
え
ら
れ
た
力
」
は
及
ん
で
い
る
は
ず
だ
。
し
か
し
、
自
分
や
周
囲
を
見
渡
し
て
も
、
そ

こ
に
は
理
想
的
社
会
の
構
築
を
目
指
す
姿
は
な
か
な
か
見
当
た
ら
な
い
。
む
し
ろ
自
己
の
欲
望
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
や
、
そ
れ
に
気

が
つ
く
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
は
自
ら
「
賢
者
」
で
も
「
愚
者
」
で
も
な
い
、
全
く
別
の
「
個
人
」

で
あ
る
と
い
う
主
張
を
繰
り
返
し
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
「
個
人
」
の
前
で
は
、
宗
教
も
財
産
も
権
力
も
何
も
か
も
が
「
個
人
」
を
彩
る
装
飾
品
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
「
個
人
」
が
徒
党
を
組
む
と
集
団
と
な
る
の
だ
が
、
個
人
の
欲
望
の
寄
せ
集
め
で
し
か
な
い
集
団
で
は
、
単
に
我
執
の
奪
い

合
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
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そ
れ
こ
そ
、
仏
教
で
説
く
と
こ
ろ
の
驕
慢
で
貪
欲
な
世
界
で
あ
る
六
道
を
抜
け
出
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
負
の
連
鎖
に
陥
っ
て
い

る
愚
か
な
あ
り
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
過
去
の
人
々
が
残
し
て
く
れ
た
数
多
く
の
テ
ク
ス
ト
が
、
未
来
永
劫
に
わ
た
っ
て
そ
の
こ

と
を
語
り
続
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
八
年
、『
平
安
期
の
願
文
と
仏
教
的
世
界
観
』
の
出
版
と
い
う
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
そ
の
当
時
、
大
学
院
を
出
て
間
も
な

い
時
期
で
、
右
も
左
も
わ
か
ら
な
い
な
か
で
執
筆
し
完
成
し
た
本
を
手
に
取
っ
た
こ
と
を
今
で
も
は
っ
き
り
と
覚
え
て
い
る
。
願
文

と
い
う
難
解
な
史
料
を
前
に
、
そ
れ
を
読
み
解
く
こ
と
で
精
一
杯
で
あ
っ
た
一
方
、
仏
へ
誓
願
を
立
て
仏
教
社
会
を
構
築
し
て
い
っ

た
過
去
の
人
々
の
声
が
遠
く
か
ら
か
す
か
に
聞
こ
え
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
一
〇
年
過
ぎ
た
。
出
版
後
の
喜
び
の
一
方
で
力
が
抜
け
た
よ
う
に
次
の
研
究
が
は
か
ど
ら
な
く
な
っ
た
。
あ
の
と
き
遠

く
か
ら
聞
こ
え
た
か
す
か
な
声
は
消
え
つ
つ
あ
っ
た
。
い
や
消
え
て
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
私
が
そ
の
声
を
聞
こ
う
と
し
な
か
っ

た
。
ど
こ
を
ど
う
歩
い
て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
状
態
が
続
い
て
い
た
。

　

あ
る
時
、
佛
教
大
学
の
安
達
俊
英
先
生
よ
り
、
源
智
の
願
文
に
つ
い
て
発
表
を
し
て
み
な
い
か
と
い
う
話
を
い
た
だ
い
た
。
僧
侶

が
作
成
し
た
願
文
と
い
え
ば
空
海
の
も
の
が
有
名
だ
が
、
密
教
用
語
に
彩
ら
れ
た
願
文
が
、
そ
の
後
他
の
願
文
に
影
響
を
与
え
た
痕

跡
は
ほ
ぼ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
僧
侶
が
記
し
た
願
文
は
珍
し
い
、
と
…
…
好
奇
心
が
久
し
ぶ
り
に
心
に
火
を
つ
け
、
源
智
の
願
文

に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。

　

す
る
と
ど
う
だ
ろ
う
、
文
人
貴
族
の
願
文
の
よ
う
に
装
飾
豊
か
な
文
章
で
は
な
い
も
の
の
、
平
安
時
代
と
は
異
な
る
仏
と
願
主
の

関
係
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
私
と
「
愚
者
」
と
の
初
め
て
の
出
会
い
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
徹
底
的
に
僧
侶
が
記
し
た

願
文
を
読
ん
で
み
る
と
、
法
然
の
関
係
者
が
残
し
た
願
文
が
多
い
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
彼
ら
の
願
文
か
ら
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
、

こ
の
本
に
書
い
た
通
り
で
あ
る
。
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あとがき
　

仏
と
い
う
人
間
で
は
な
い
も
の
が
中
心
と
な
る
世
界
。
私
た
ち
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
世
界
か
ま
だ
わ
か
ら
な
い
で
い
る
。
し
か

し
「
愚
者
」
た
ち
は
気
が
つ
い
て
い
た
。「
愚
者
」
と
知
る
こ
と
も
仏
に
「
与
え
ら
れ
た
」
は
た
ら
き
で
あ
る
こ
と
を
。
そ
の
は
た

ら
き
を
与
え
て
く
れ
る
仏
や
菩
薩
が
我
々
の
周
り
を
取
り
囲
ん
で
い
る
。
私
は
法
然
以
後
の
「
愚
者
」
の
背
中
を
す
ぐ
に
で
も
追
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

本
書
は
多
く
の
人
に
支
え
ら
れ
完
成
し
た
。
佛
教
大
学
大
学
院
在
学
中
よ
り
、
視
野
を
広
げ
考
え
続
け
る
よ
う
叱
咤
し
続
け
て
く

だ
さ
っ
た
稲
城
正
己
先
生
、
佛
教
大
学
の
田
中
典
彦
先
生
、
今
堀
太
逸
先
生
、
仏
教
学
部
の
先
生
方
に
は
深
く
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。

　

武
庫
川
女
子
大
学
の
遠
藤
純
先
生
か
ら
は
、
折
り
に
ふ
れ
研
究
を
続
け
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
お
礼
を

申
し
上
げ
る
と
と
も
に
そ
の
教
え
を
支
え
に
今
後
も
前
を
向
い
て
歩
み
進
ん
で
い
き
た
い
。
京
都
華
頂
大
学
・
華
頂
短
期
大
学
の
山

中
信
子
先
生
、
小
川
隆
昭
先
生
か
ら
は
励
ま
し
の
言
葉
を
い
つ
も
か
け
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
歴
史
学
科
の
市
川
友
紀
さ
ん
、
大

和
実
紗
さ
ん
に
は
忙
し
い
時
間
を
割
き
校
正
を
手
伝
っ
て
も
ら
っ
た
。
改
め
て
お
礼
を
述
べ
た
い
。

　

二
〇
一
二
年
四
月
、
華
頂
短
期
大
学
歴
史
文
化
学
科
（
現
在
の
歴
史
学
科
）
に
着
任
し
た
。
こ
の
間
、
め
ぐ
り
会
う
こ
と
が
で
き
た

学
生
の
学
問
に
対
す
る
ひ
た
む
き
な
姿
勢
と
そ
の
笑
顔
に
ど
れ
だ
け
救
わ
れ
た
だ
ろ
う
か
と
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
本
書
の
完
成
を
直
接
対
面
し
て
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
、
恩
師
で
あ
る
桜
井
好
朗
先
生
に
深
く
お
詫

び
し
た
い
。

　

前
著
を
出
版
し
た
と
き
珍
し
く
褒
め
て
く
だ
さ
っ
た
が
、
正
直
な
と
こ
ろ
違
和
感
を
覚
え
た
。
先
生
が
褒
め
く
だ
さ
っ
て
も
素
直

に
喜
ん
で
は
い
け
な
い
と
思
う
の
は
、
院
生
時
代
か
ら
植
え
つ
け
ら
れ
た
習
慣
と
い
っ
て
も
い
い
。
案
の
定
、
先
生
は
微
笑
み
な
が

ら
、「
君
は
、
あ
る
程
度
ま
で
は
い
く
だ
ろ
う
が
、
さ
て
化
け
る
こ
と
は
で
き
る
か
な
あ
…
…
」
と
謎
め
い
た
言
葉
を
か
け
ら
れ
た
。
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当
時
、「
化
け
る
」
の
意
味
が
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
ず
に
い
た
。

　

今
回
、
様
々
な
史
料
に
目
を
通
し
た
が
、
読
み
込
ん
で
考
え
て
い
く
と
、
そ
れ
ま
で
気
が
つ
か
な
か
っ
た
意
味
が
見
え
て
く
る
。

そ
し
て
、
今
ま
で
誰
も
考
え
も
し
な
か
っ
た
よ
う
な
ア
イ
デ
ア
が
突
然
、
浮
か
ん
で
く
る
。
し
か
し
影
の
よ
う
で
あ
り
、
形
を
つ
か

め
な
い
時
が
多
く
、
考
え
る
こ
と
を
投
げ
出
し
た
く
も
な
る
。
そ
の
時
聞
こ
え
る
の
が
「
化
け
る
こ
と
は
で
き
る
か
」
の
声
だ
。
自

分
だ
け
の
世
界
を
発
見
し
、
そ
の
境
地
に
達
す
る
ま
で
考
え
続
け
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
「
化
け
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
の

だ
。

　

前
著
に
引
き
続
き
、
本
書
の
出
版
を
引
き
受
け
て
い
た
だ
い
た
思
文
閣
出
版
と
同
社
新
刊
事
業
部
の
田
中
峰
人
さ
ん
の
ご
支
援
に

心
よ
り
感
謝
し
、
篤
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

　

そ
し
て
、
初
め
て
本
を
書
く
私
に
「
次
に
出
版
さ
れ
る
と
き
も
私
が
担
当
し
ま
す
よ
」
と
、
心
強
い
言
葉
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た

立
入
明
子
さ
ん
に
、
こ
の
本
を
捧
げ
た
い
。

　
　
　

二
〇
一
九
年
四
月

工
藤
美
和
子
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■
初
出
一
覧

＊
本
書
に
収
録
す
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
大
幅
に
加
筆
・
修
正
を
施
し
た

第
Ⅰ
部　

賢
者
の
王
国

第
一
章　
「
菅
原
道
真
の
め
ざ
し
た
世
界

─
詩
に
み
る
仏
教
国
家
の
実
現
」（『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
第
一
八
巻
第
一
号
、
二
〇
一
四
年
六
月
）

第
二
章　

「
慶
滋
保
胤
・
そ
の
他
の
作
品
」（
平
成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
）
三
月
一
四
日　

佛
教
大
学
提
出
博
士
論
文
『
平
安
期
に
お
け
る
文
人
貴
族

と
仏
教
』
よ
り
、「
勧
学
会
結
衆
の
仏
教
関
係
の
詩
文
に
つ
い
て
」
を
加
筆
、
成
稿
化
し
た
）

第
三
章　

「
仏
界
の
荘
厳

─
法
勝
寺
と
は
何
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
の
か
」（
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊
『
洛
中
周
辺
地
域
の
歴
史
的
変
容

に
関
す
る
総
合
的
研
究
』
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
、
二
〇
一
三
年
三
月
）

　
　
　
　
「
平
安
期
の
願
文
に
み
る
浄
土
信
仰
の
変
遷
」（『
鷹
陵
史
学
』
第
三
五
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）

　
　
　
　
「
院
政
期
の
浄
土
信
仰

─
鳥
羽
上
皇
関
連
の
願
文
を
中
心
に
」（『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
第
一
四
巻
第
一
号
、
二
〇
一
〇
年
五
月
）

第
Ⅱ
部　

愚
者
の
浄
土

第
一
章　

「
日
本
中
世
の
釈
迦
と
舎
利

─
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
の
宗
教
史
」（
池
見
澄
隆
編
『
冥
顕
論

─
日
本
人
の
精
神
史
』
法
藏
館
、
二
〇
一

二
年
）

　
　
　
　
「「
愚
」
で
あ
る
こ
と

─
法
然
と
貞
慶
」（
法
然
上
人
八
〇
〇
年
遠
忌
記
念
『
法
然
仏
教
と
そ
の
可
能
性
』
法
藏
館
、
二
〇
一
二
年
）

第
二
章　
「「
愚
」
で
あ
る
こ
と

─
法
然
と
貞
慶
」（
同
前
）

　
　
　
　
「
法
然
上
人
の
語
り

─
念
仏
往
生
の
願
は
男
女
を
き
ら
は
ず
」（『
佛
教
文
化
研
究
』
第
六
〇
号
、
二
〇
一
六
年
三
月
）

第
三
章　
「『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
に
み
る
蓮
生
の
念
仏
往
生
」（『
佛
教
論
叢
』
第
六
一
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
）

　
　
　
　
「
日
本
中
世
の
願
文
・
表
白
と
浄
土
三
部
経
」（『
佛
教
論
叢
』
第
五
三
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）

　
　
　
　
「
法
然
上
人
の
継
承
者
た
ち

─
嵯
峨
念
仏
房
の
場
合
」（『
佛
教
論
叢
』
第
五
七
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
）

　
　
　
　
「
勢
観
房
源
智
「
阿
弥
陀
如
来
像
造
立
願
文
」
の
中
の
法
然
」（『
佛
教
文
化
研
究
』
第
五
六
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
）
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