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と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
本
文
の
終
わ
り
に
「
南な

無も

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

」
と
あ
り
、
宛
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
な
ど
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
お
こ
こ
ろ
を
す

べ
て
の
方
々
に
知
ら
せ
る
た
め
の
法
語
と
い
う
か
た

ち
を
と
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

お
手
紙
の
構
成

　

お
手
紙
の
構
成
に
つ
い
て
窺う

か
が
っ
て
み
ま
す
と
、
は

じ
め
に
「
有う

念ね
ん

無む

念ね
ん

の
事こ

と

」（
同
７
３
５
㌻
）
と
い

う
標
題
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
標
題
は
後
世

の
付
加
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

『
註
釈
版
聖
典
』
で
は
、
本
文
を
六
段
に
分
け
て
い

ま
す
（
図
❶
）。

　

第
一
段
は
「
来ら

い

迎こ
う

は
諸

し
ょ
ぎ
ょ
う
お
う
じ
ょ
う

行
往
生
に
あ
り
」（
同

７
３
５
㌻
）
か
ら
「
来ら

い

迎こ
う

の
儀ぎ

則そ
く

を
ま
た
ず
」
ま

で
。
第
二
段
は
「
正し

ょ
う
ね
ん念
と
い
ふ
は
、
本ほ

ん

弘ぐ

誓ぜ
い

願が
ん

の
信し

ん

楽ぎ
ょ
う
さ
だ
定
ま
る
を
い
ふ
な
り
」
か
ら
「
こ
れ
す
な
は
ち
他た

力り
き

の
な
か
の
他た

力り
き

な
り
」
ま
で
。
第
三
段
は
「
ま
た

　
　［ 

第
一
段 

］ 

来
迎
は
諸
行
往
生
に
あ
り
～
来
迎
の
儀
則
を
ま
た
ず
。

　
　［ 

第
二
段 

］ 

正
念
と
い
ふ
は
～
こ
れ
す
な
は
ち
他
力
の
な
か
の
他
力
な
り
。

　
　［ 

第
三
段 

］ 

ま
た
正
念
と
い
ふ
に
つ
き
て
～
こ
の
定
心
・
散
心
の
行
者
の
い
ふ
こ
と
な
り
。

　
　［ 

第
四
段 

］ 

選
択
本
願
は
有
念
に
あ
ら
ず
～
ゆ
ゑ
に
権
と
い
ふ
な
り
。

　
　［ 

第
五
段 

］ 

浄
土
宗
に
ま
た
有
念
あ
り
～
よ
く
よ
く
と
ふ
べ
し
。

　
　［ 

第
六
段 

］ 

浄
土
宗
の
な
か
に
真
あ
り
～
『
華
厳
経
』
に
み
え
た
り
。

法
語
と
し
て
の
お
手
紙

　
『
親
鸞
聖
人
御ご

し
ょ
う
そ
く

消
息
』
の
第
一
通
（
註
釈
版
聖
典

７
３
５
㌻
）
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
親
鸞
聖
人
の

お
手
紙
は
、
顕け

ん

智ち

上
人
を
は
じ
め
お
弟
子
方
が
書
き

写
さ
れ
た
「
古こ

写し
ゃ

消し
ょ
う
そ
く
息
」（『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』

二
・
７
６
８
㌻
）、
第
三
代
宗し

ゅ
う
し
ゅ主

の
覚か

く

如に
ょ

上
人
の
次
男

で
あ
る
従

じ
ゅ
う
か
く覚

上
人
の
編
集
に
か
か
る
『
末ま

っ
と
う
し
ょ
う

灯
鈔
』（
同

二
・
７
７
７
㌻
）
に
綴つ

づ

ら
れ
て
い
た
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
お
手
紙
の
終
わ
り
に
は
「
建け

ん
ち
ょ
う
さ
ん
さ
い

長
三
歳　

辛か
の
と
の
い

亥 

閏う
る
う
く九

月が
つ

二は
つ
か
の
ひ

十
日　

愚ぐ

禿と
く

親し
ん

鸞ら
ん 

七し
ち
じ
ゅ
う十

九く

歳さ
い

」（
註

釈
版
聖
典
７
３
７
㌻
）
と
あ
り
、
現
存
し
て
い
る
お

手
紙
の
中
で
、
差
し
出
さ
れ
た
元
号
と
日
付
が
記
さ

れ
た
も
の
と
し
て
、
も
っ
と
も
古
い
も
の
で
す
。

　

第
一
通
は
、
関
東
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
お
弟
子
か
ら

寄
せ
ら
れ
た
質
問
に
お
応こ

た

え
に
な
っ
た
お
手
紙
で
あ

る
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
対
応
す
る
質
問
状
が
現

存
し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
趣
旨
は

「
浄じ

ょ
う
ど
し
ん
し
ゅ
う

土
真
宗
は
大だ

い
じ
ょ
う乗

の
な
か
の
至し

極ご
く

な
り
（
こ
の
浄

土
真
宗
こ
そ
大
乗
の
中
の
究
極
の
教
え
で
す
）」（
同
）

第一通の段落図 ❶

第
一
通
の
お
こ
こ
ろ

第
一
通
の
お
こ
こ
ろ
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正し
ょ
う
ね
ん

念
と
い
ふ
に
つ
き
て
二ふ

た

つ
あ
り
」
か
ら
「
こ
の
定じ

ょ
う

心し
ん

・
散さ

ん

心し
ん

の
行ぎ

ょ
う
じ
ゃ者

の
い
ふ
こ
と
な
り
」（
同
７
３
６

㌻
）
ま
で
。
第
四
段
は
「
選せ

ん
じ
ゃ
く
ほ
ん
が
ん

択
本
願
は
有う

念ね
ん

に
あ
ら

ず
、
無む

念ね
ん

に
あ
ら
ず
」
か
ら
「
か
り
に
さ
ま
ざ
ま
の

形か
た
ちを

あ
ら
は
し
て
す
す
め
た
ま
ふ
が
ゆ
ゑ
に
権ご

ん

と
い

ふ
な
り
」（
同
７
３
７
㌻
）
ま
で
。
第
五
段
は
「
浄じ

ょ
う

土ど

宗し
ゅ
う
に
ま
た
有う

念ね
ん

あ
り
、
無む

念ね
ん

あ
り
」
か
ら
「
ま
た

こ
の
聖し

ょ
う
ど
う道
の
無む

念ね
ん

の
な
か
に
ま
た
有う

念ね
ん

あ
り
。
よ
く

よ
く
と
ふ
べ
し
」
ま
で
。
そ
し
て
、
第
六
段
は
「
浄じ

ょ
う

土ど

宗し
ゅ
う

の
な
か
に
真し

ん

あ
り
、
仮け

あ
り
」
か
ら
「『
華け

厳ご
ん

経ぎ
ょ
う』

に
み
え
た
り
」
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

第
一
通
を
拝
読
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
内
容

を
鑑か

ん
が

み
て
、「
臨り

ん
じ
ゅ
う終

の
来ら

い

迎こ
う

」
に
関
す
る
第
一
段
、

「
正
念
」
に
関
す
る
第
二
段
と
第
三
段
、「
有
念
」「
無

念
」
の
意
味
に
つ
い
て
、「
聖し

ょ
う
ど
う道

の
教
え
」
に
立
っ

て
解
釈
を
示
さ
れ
る
第
四
段
か
ら
「
浄
土
の
教
え
」

に
立
っ
て
解
釈
を
示
さ
れ
る
第
五
段
ま
で
、そ
し
て
、

結
び
の
第
六
段
の
四
つ
に
分
け
て
拝
読
し
て
み
よ
う

と
思
い
ま
す
（
図
❷
）。

お
手
紙
の
概
要

　

お
手
紙
の
概
要
に
つ
い
て
窺う

か
が
っ
て
み
ま
す
と
、
第

一
段
の
内
容
は
、「
臨
終
の
来
迎
」
の
要
・
不
要
に

つ
い
て
の
応
答
で
す
（
図
❷-

①
）。
臨
終
の
来
迎

と
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
行ぎ

ょ
う

を
修
め
て
往
生
を
願
う
も
の

の
臨
終
に
際
し
、
阿
弥
陀
仏
が
菩
薩
方
と
と
も
に
迎

え
に
来
る
」
と
い
う
意
味
で
、「
臨
終
を
待
っ
て
往

生
の
た
め
の
来
迎
を
頼
り
に
す
る
必
要
が
あ
る
か
否

か
」と
い
う
問
い
に
対
し
て
応
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

そ
し
て
、「
他
力
の
信
心
（
真
実
の
信
心
）」
を
得

る
も
の
は
、
す
で
に
往
生
す
る
こ
と
が
定
ま
っ
て
い

る
の
で
、
臨
終
の
来
迎
を
頼
り
に
す
る
必
要
は
な
い

と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

第
二
段
と
第
三
段
の
内
容
は
、「
正し

ょ
う
ね
ん念

」（
図
❷-

②
）

と
い
う
言
葉
に
「
他
力
の
信
心
」（
図
❷-

③
）
と

い
う
意
と
「
自
力
の
信
」（
図
❷-

④
）
と
い
う
意

が
あ
る
と
示
し
、
さ
ら
に
「
自
力
の
信
」
に
は
「
定じ

ょ
う

心し
ん

」「
散さ

ん

心し
ん

」
の
二
つ
の
意
が
あ
る
と
示
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、「
定
心
」
と
は
「
心
を
乱
さ
ず
思
い

を
一
つ
に
集
中
し
、
浄
土
の
す
が
た
を
観か

ん

ず
る
も
の

の
心
」（
図
❷-

⑤
）、「
散
心
」
と
は
「
悪
い
行
い

を
や
め
、あ
れ
こ
れ
と
善よ

い
行
い
を
す
る
も
の
の
心
」

（
図
❷-

⑥
）
と
い
う
意
味
で
、
ど
ち
ら
も
「
自
力

第一通の構成図 ❷

第
一
段

第
二
段

第
三
段

第
四
段

第
五
段

第
六
段

①
来
迎
の
釈

②
正
念
の
釈

⑦
有
念
・
無
念
の
釈（
自
力
の
意
）

⑫
真（
真
実
）・
仮（
方
便
）の
判

⑬
釈
尊
の
善
知
識
の
釈

⑧
聖
道
の
教
え

⑨
浄
土
の
教
え（
⑩
散
善
・
⑪
定
善
）

③
他
力
の
意

④
自
力
の
意（
⑤
定
心
・
⑥
散
心
）



29 28

を
頼
り
と
し
て
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と

す
る
も
の
の
心
で
あ
る
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
臨
終
の
来
迎
を
頼
り
に
す
る
必
要
が
あ

る
も
の
は
、そ
れ
ら
の
「
自
力
の
信
（
定
心
・
散
心
）」

に
と
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
ま

す
。

　

第
四
段
の
内
容
は
、「
選せ

ん
じ
ゃ
く
ほ
ん
が
ん

択
本
願
（
第
十
八
願
）」

の
教
え
は
、「
有
念
」「
無
念
」
と
い
う
こ
と
を
説
い

て
い
る
の
で
は
な
い
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
❷-

⑦
）。
そ
の
「
有
念
」「
無
念
」
に
は
、「
自
力
で
さ

と
り
を
開
く
と
い
う
聖し

ょ
う
ど
う道

の
教
え
」
の
中
で
説
か
れ

る
と
き
の
意
と
、「
自
力
で
往
生
す
る
と
い
う
浄
土

の
教
え
」
の
中
で
説
か
れ
る
と
き
の
意
が
あ
る
と
い

わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、「
自
力
で
さ
と
り
を
開
く
と
い
う
聖

道
の
教
え
」（
図
❷-

⑧
）
で
は
、「
有
念
」
は
「
さ

と
り
の
世
界
の
色
や
形
を
観か

ん

想そ
う

す
る
こ
と
」、「
無
念
」

は「
色
や
形
を
離
れ
て
さ
と
り
と
一
体
と
な
る
こ
と
」

を
表
す
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

第
五
段
の
内
容
は
、前
段
を
承う

け
る
か
た
ち
で「
自

力
で
往
生
す
る
と
い
う
浄
土
の
教
え
」（
図
❷-

⑨
）

で
は
、「
有
念
」
は
「
悪
い
行
い
を
や
め
、
あ
れ
こ

れ
と
善
い
行
い
を
す
る
」
と
い
う
「
散さ

ん

善ぜ
ん

」（
図
❷

-
⑩
）、「
無
念
」
は
「
心
を
乱
さ
ず
思
い
を
一
つ
に

集
中
し
、
浄
土
の
す
が
た
を
観
ず
る
」
と
い
う
「
定じ

ょ
う

善ぜ
ん

」（
図
❷-
⑪
）
を
表
す
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、結
び
の
第
六
段
で
は
、そ
れ
ま
で
の
「
有

念
」「
無
念
」
の
教
え
は
「
方
便
の
教
え
」
で
あ
る

と
断
じ
、「
他
力
の
信
心
を
恵
み
与
え
て
往
生
・
成

仏
さ
せ
る
と
い
う
選
択
本
願
が
、
仏
教
の
中
で
も
っ

と
も
す
ぐ
れ
た
真
実
の
教
え
で
あ
る
」
と
判
じ
ら
れ

て
い
る
の
で
す
（
図
❷-

⑫
）。

　

な
お
、
第
六
段
の
終
わ
り
に
「
釈し

ゃ

迦か

如に
ょ

来ら
い

の
御ご

善ぜ
ん

知ぢ

識し
き

は
一

い
っ
ぴ
ゃ
く
い
ち
じ
ゅ
う
に
ん

百
一
十
人
な
り
。『
華け

厳ご
ん
ぎ
ょ
う経

』に
み
え
た
り
」

（
同
７
３
７
㌻
）
と
あ
る
一
文
は
、
釈
尊
の
師
の
有

無
に
つ
い
て
応
え
ら
れ
た
も
の
で
、「
そ
れ
は
百
十

人
で
あ
る
と
『
華
厳
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
」
と
の

み
示
し
て
、
筆
を
お
か
れ
て
い
ま
す
（
図
❷-

⑬
）。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
一
文
は
そ
れ
ま
で
の
脈み

ゃ
く
ら
く絡

か

ら
外
れ
、
に
わ
か
に
書
き
足
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
通
を
「
関
東

の
お
弟
子
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
質
問
に
対
す
る
お
手
紙

で
あ
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
拝
読
す
る
と
き
、
そ
の

ひ
と
つ
の
問
い
に
応
答
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
み
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

第
一
通
と
し
て
の
風
格

　

第
一
通
は
、
臨
終
の
来
迎
の
要
・
不
要
に
つ
い
て

の
応
答
に
端
を
発
し
、「
有
念
」「
無
念
」と
い
う
言
葉

を
巧
み
に
用
い
な
が
ら
、
そ
れ
は
自
力
に
と
ら
わ
れ

て
い
る
も
の
の
所
説
で
あ
る
と
示
し
、
ま
た
、
そ
の

心
を
頼
り
と
す
る
「
聖し

ょ
う
ど
う道
の
教
え
」
と
「
浄
土
の
教

え
」
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
、
そ
れ
ら
は
「
方
便
の

教
え
」で
あ
る
と
断
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、「
他

力
の
信
心
を
恵
み
与
え
て
往
生
・
成
仏
さ
せ
る
と
い

う
選
択
本
願
」
が
、「
真
実
の
教
え
」
す
な
わ
ち
「
浄

土
真
宗
」で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
「
す
べ
て
の
仏
教
を
分
類
し
判
別
し

て
、
自
ら
の
依
り
ど
こ
ろ
と
な
る
真
実
の
教
え
を
明

ら
か
に
す
る
」
と
い
う
教

き
ょ
う
そ
う
は
ん
じ
ゃ
く

相
判
釈
は
、『
親
鸞
聖
人

御
消
息
』
の
第
一
通
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
位
置
を
し

め
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。


