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は
じ

め
に
、
真

宗
の
教
え

に
生
き
て

い

る
者

と
し
て

の
私

が
「
比
較

思

想
」
と
い
う
学
問
世
界
に
な
ぜ
関
わ
ろ
う
と
し
て

い
る
の
か
と
い
う
問
題
に

つ
い
て
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
。
現
在
、
私
は
真
宗
の
教
学
に
携
わ

っ
て

い

る
者
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
私

に
と

っ
て
比
較
思
想
と
は
と
り
も
な
お
さ

ず
自
己
の

〈
外
〉

に
出
て

〈
外
〉
の
思
想
と
対
話
す
る
と
い
う
問
題
で
あ

る
。

し

か
し
、
第
一

に
、
私
ど
も
の
真
宗
の
古
来
か
ら
の
言
説
の
仕
方
を
そ

の
ま

ま

〈
外
〉

に
持
ち
出
し
て
も
、
そ

の
意
味
を
的
確

に
領
解
し
て

い
た
だ
く
こ

と
が
む
ず

か
し

い
の
で

は
な
い
か
と

い
う
危
惧
を
感
じ
る
。
そ
こ
で
、
第
二

に
、
〈
外
〉
と

意
味
を
通
じ

合
う
た
め
に

は
、
自
分

の
伝
統
的
言

説
を
何
ら

か
の
知
的
方
法

に
よ

っ
て

〈
外
〉

の
人

び
と

に
判
る
よ
う

に
〈
変
換
〉
し

な

け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う
課
題

が
出
て
く

る
。
し

か
し
、
第
三

に
、
ど

の
よ

う
に
し
て

〈
変
換
〉
し
た
ら

い
い
の
か
、
そ

の
変
換
方
法
を
見
出
す
こ
と
が

と
て

も
困
難
な
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

私

ど
も
の
真
宗
学
が
今
日
ひ
と
つ
の
危
機
的
状
況
の
中
に
あ

る
と
私
は
認

識
し
て

い
る
。
最
も
根
本
的
危
機
は
、
七
五
〇
年

に
わ

た
っ
て
伝
統
し
て
き

た
そ
の
学
問
の
認
識

の
体
系
が
現
代
の
知
の
認
識
の
仕
方
と
合

わ
な
く
な
っ

て
い
る
と
感
じ
ら
れ

る
と
こ
ろ

に
あ
る
。
日
本
に
お
い
て

は
自
然
と
世
界
と

人
間
と
自
己

に
つ

い
て

の
認
識
の
仕
方
が
近
代

に
な
っ
て
急

激
に
変

わ
っ
て

き
た
。
そ
こ
で
、
私

ど
も

の
伝
統
的
な
真
宗
の
言
説

は
現
代

の
知
の
状
況
の

中
で
と
り
の
こ

さ
れ
た
〈
離
れ
島
〉
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
と
私
に
は
思
わ

れ
る
。
も

っ
と
も

〈
離
れ
島
〉

か
ら
小
舟
を
出

す
試
み

も
い
ろ

い
ろ

な
さ
れ

て

い
る
よ
う
で
あ

る
が
、
そ
れ
ら
は
本
能
的
衝
動
的
な
も
の
で

あ
っ
て
、
と

て
も
方
法
的
と

言
え

る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
緊

急
避
難
的
な
小
舟
で
は

な
く
、
誰

に
で
も

渡
れ
る
知
の
架
け
橋
を
建
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
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の
時
、
そ
も
そ
も
ど
こ
に
向
け
て

橋
を
架
け
る
の

か
、
そ
の
対

岸
自
体
の
見

定
め
が
不

可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で

、
私
は
真
宗
学
と
い
う
知
の
〈
変
換
〉
の

方
法
を
求
め
る
と
同
時

に
、
真
宗
学
と

い
う
歴
史
的
社
会
的
に
規
制
さ
れ
た

個
別
的
な
言
説
の
体
系
を
全
的
に
相
対

化
し
う
る
普
遍
的
な
〈
知
の
場
）
を

求
め
て
き
た
。
し

か
し
、
そ
の
〈
変
換
）
の
方
法

は
い
ま
だ
見
え
て
こ
な
い

し
。
ま
た
、
そ
の
普
遍
的
な
知
の
対
岸
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
そ

の
相
貌
も
見
え
て
こ
な

い
状
態
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
私
が
「
比
較
思
想
」
と

い
う
言
葉
を
見
た
と
き
、
そ
の
比
較

思
想
と

い
う
学
問
の
場
の
設
定
の
思
想

に
、
自
分
が
長

い
間
苦
悩
し
て
き
た

方
法
論
的
な
模
索

に
近
似
す
る
も
の
を
直
観
し
た
。
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
、

歴
史
と
文
化
を
異

に
し
て
成
立
し
た
、
そ
の
意
味
で
個
別
的
な
諸
思
想
を
比

較
し
う
る
共
通
の

〈
知
の
場
）
の
探
究
と

い
う
志
向
性
が
含
ま
れ
て
い
る

に

違

い
な

い
と
直
観
し

た
の
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
異
な

っ
た
意
味
体
系
の
思

想

を
比
較
す

る
た
め
に
は
、
ち
ょ
う
ど
共
通

の
分
母
が
な
け
れ
ば
分
子
の
加

減
計
算
が
で
き

な
い
よ

う
に
、
比
較
し

う
る
共
通

の
〈
知

の
場
〉

が
な
け
れ

ば
比
較
作
業

は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ

る
。
と

に
か
く
、

普
遍
的
な

〈
知

の
場
）

の
探
究
と

い
う
志
向
性

が
そ
こ

に
あ
る
の
で

は
な

い

か
と
い
う

直
観
、
そ

れ
が
私
が
比

較
思

想
と

い
う
学
問

に
参
加
し

た
い
と

思

っ
た
動
機
で

あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
今

回
の
試
み

は
方
法
論
的

に
は
普
遍

的

な
〈
知

の
場
〉

の
模
索
と

い
う
側
面
も
深
層

の
主
題
と

な
っ
て

い
る
。

今
回
、
そ
の
対
話

の
窓
口

と
し
て
、
「
廻

心
」

と
い
う
問
題

を
取

り
上
げ

た
。
こ
こ
で
廻

心
と
い
う
問
題
を
取
り
上

げ
た
の
は
、
こ

の
問
題

は
ど
の
宗

教
に
も
共
通
す
る
問
題
で

あ
ろ
う
と
考
え
た

か
ら
で
あ
る
。
と
言
っ
て
も
実

は
真
宗
の
伝
統
的
学
問
の
論
題
の
中

に
は
、
こ
の
廻
心
と
い
う
言
葉
を
使

っ

た
論
題

は
な

い
の
で

あ
る
。
伝
統
的
な
真

宗
の
学
問
を
宗

学
と
よ
ん
で

い

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
江
戸
時
代
三
百
年

に
お

い
て
完
成
を
見
た
学
問
で

あ
る
。
論
題
と

は
そ

の
宗
学
の
基
本

主
題
を
ま
と

め
た
も
の
で

あ
る
。
そ
れ

は
教
義
的
論
題
な
ら

び
に
安
心
論
題
合

わ
せ
て
百
五
十
論
題
ほ
ど
に
整
理
さ

れ
て

い
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
中

に
廻
心
と

い
う
論
題
は
な
い
。
も
っ
と
も
、

廻
心

の
名
称

は
な
く
て
も
い
ろ

ん
な
論
題
の
中

に
そ
の
内
容
自
体
と
し
て
は

含
ま
れ
て

い
る
と
も
言
え
る
の
で

あ
る
が
、
と

に
か
く
、
論
題
と
し
て

は
な

い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
廻
心
と

い
う
言
葉

に
注
目
し
、
分
析
対
象
と
し

て
廻
心
を
と
り
あ
げ
よ
う
と
い
う
志
向
性
そ
の
も
の
が
、
真
宗
学
に
お

い
て

は
新
し

い
視
角
で
あ

る
。
と
同
時

に
、
こ
こ
で
の
私

に
と

っ
て

は
比
較
思
想

的
方
法
意
識

を
含

め
た
視
角
で
も

あ
る
の
で

あ
る
。
私
ど
も
の
真
宗
学
の
事

情
を
言
え

ば
そ
う
い
う
こ
と
で

あ
る
が
、
し

か
し
、
ひ
ろ
く
宗
教
学
的
に
言

え

ば
、
廻

心
と
は
非

宗
教
的
世
界

か
ら
宗

教
的
世
界
へ
の
転
回
で
あ
る
。
そ

こ

に
、
ど
の
宗
教

に
お
い
て
も
共

通
性
が
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
形

式
的
側

面

に
お
い
て

共
通

性
が
あ
る
と
し
て

も
、
そ
の
思

想
内
容
と
し
て
は
違
っ
て

い
る
筈
で

あ
る
。
当
然
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗

教
の
教
義
体
系
が
異
な

っ
て

い
る

か
ら
で

あ
る
。
ど
の
宗
教
で
も
、
廻

心
は
ほ
か
な
ら

ぬ
自
己
の
宗
教
の
教
義

体
系

の
中

へ
の
転
回
を
廻
心
と
し
て

捉
え

る
で

あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て

、
廻

心

は
非
宗

教
的
世
界

か
ら
宗
教
的
世
界

へ
の
転
回

の
場
合
も
あ
る
が
、
ま
た

或

る
一
つ
の
宗
教

的
世
界
か
ら
自
己

の
宗
教

的
世
界
へ
の
転
入
も
ま
た
廻
心

題問の心廻るけおに抄異歎
－
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と

し
て

捉
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
比
較
思
想
の
場
に
お

い
て
は
廻
心

の
思
想
内

容
の
相
違
性
も
ま
た
重
要
な
側
面
と
な

っ
て

く
る
。
し
た
が

っ
て
、

比

較
と
い
う
と
、
と
か
く
そ
の
現
象
面

の
共
通
性
に
注
意
が
向
き
や
す
い
と

思

わ
れ
る
が
、
む
し
ろ
そ
の
相
違
性
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
共
通
性
に
つ

い
て

は
い
ま
述

べ
た
に
と
ど
め
、
む
し
ろ
そ
れ
を
前
提
と
し
て

、
こ
こ
で
は
相
違
性
の
側
面

を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

さ
て

、
比
較
に
は
ま
ず
比
較
す
る
た
め
の
〈
知
の
場
〉
を
設
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て

〈
知
の
場
〉
を
設

定

す
る
か
。
言
語
そ
の
も
の
の
基
本
に
も
ど
っ
て

考
え
て

み
る
と
、
言
葉
と

は
い
う
ま
で
も

な
く
意
味
伝
達
の
媒
体
で

あ
り

、
そ
れ

は
そ
の
言
葉
の
意
味

を

領
解
し

う
る
言
語
共
同
体
の
中
で
機

能
し
て

い
る
記
号

の
体
系
で
あ
る
。

し

た
が
っ
て

、
一
つ
一
つ
の
言
葉
の
意
味
が
領
解
さ
れ
て

い
く
た
め
に
は
、

そ

れ
ら

の
言
葉

の
意
味
を
意
味
づ
け
て

い
る
深
層

の
意

味
共
同

体
を
領
解
し

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
い
ま
、
廻

心
と
い
う
言
葉
の
意
味
の
読

解

に
あ
た

っ
て

考
え
て
み
る
と
、
そ
の
深
層
の
意
味
体
系
は
、
同
じ
真
宗
の

意

味
空
間
の
中
に

い
る
者

に
と

っ
て
は
、
記
号
学
的
に
言
え
ば
コ

ー
ド
が
共

有

さ
れ
て

い
る
の
で
、
浅
深
は
あ
る
が
或
る
程
度
の
意
味
は
領
解
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
コ
ー
ド
を
共
有
し
て
い
な
い
ひ
と
に
と

っ
て
は
、
そ
の
言

葉

の
表
面

の
辞
書
的
意
味
は
判

っ
て
も
、
真
宗
の
概
念
と
し
て
そ
れ
を
読
解

す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
論
理
的
に
は
対
話
の
可

能
性
が
遮
断
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
打
開
策
と
し
て
、
真
宗

の
深
層
の
信
仰
の

コ
ー
ド
そ
の
も
の
を
言
説
化
し
、
言
語
的

に
表
層
化
す
る

と
い
う
方
法
を
と

る
こ
と

に
し
て

は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
真
宗
の
深
層
の
信

仰
コ

ー
ド
そ

の
も

の
を
表
層
の
言
説

へ
と
浮

か
び
上
が
ら
せ
る
。
そ
う
す
れ

ば
、
真
宗
の
廻
心
と

い
う
言
葉
の
文
脈
上

の
意
味
が
判
る
で
あ
ろ
う
。
言
い

換
え

れ
ば
、
真

宗
の
深
層

の
信
仰
コ

ー
ド
を
言
語

的
に
説
明

す
る
こ
と

に

よ

っ
て
、
真
宗
の
廻
心
と

い
う
言
葉

の
意
味
が
あ
き
ら

か
と
な
る
。
そ
の
第

一
段
階
の
手
続
き
を
経
て

は
じ
め
て

、
次

の
段
階
と
し
て
の

〈
外
〉
の
世
界

と
の
対
話
が
可
能

に
な
る
と
思
う
。
つ
ま
り
、
真
宗
の
深
層
の
信
仰
コ
ー
ド

そ
の
も
の
の
言
説
化
と

い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
の
比
較
の

〈
知
の
場
〉
の
方

法

的
設
定
で
あ
る
。

そ
う

い
う
こ
と
で
、
ひ
と
ま
ず
、
「
廻
心
」
と

い
う
言
葉

に
つ

い
て
、
真

宗

の
深
層

の
信
仰
コ
ー
ド
に
お
い
て

は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て

い
る
の

か
と
い
う
こ
と
を

〈
説
明
）
す
る
こ
と

に
し

た
い
。
こ
の

〈
説
明
）

と
い
う

こ
と
が
私

ど
も
に
と

っ
て
は
ま
た
比
較
思
想
と

い
う

〈
知
の
場
）
に
出
る
こ

と
で

あ
り
、
真
宗
教
学

に
と

っ
て

は
近
代

に
な
っ
て
ず

っ
と
背
負

っ
て

き
て

い
る

〈
現
代
語
訳
〉
と

い
う
課
題
に
応
え
て

い
く
道
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
と

り
も
な
お
さ
ず
、
従
来
の
歴
史
的
社
会
的

に
規
制

さ
れ
た
文
体
つ
ま
り
言
葉

と
論
理
と
を

〈
変
革
〉
し
て
、
〈
真
宗
〉

を
新
し
く
表
現
し
直
す
道
で
あ
る
。

（
２

）

歎
異
抄
の
異
義
篇

の
中
の
第
六
番
目

に
、
こ

の
「
廻
心
」

の
問
題
が
出
て

く
る
。
そ

こ
で
は
次
の
よ

う
に
記

さ
れ
て

い
る
。
「
信
心

ノ
行

者
、
自
然
二
、



ハ
ラ
ヲ
モ

タ
テ
、
ア

シ
ザ
マ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
モ
オ

カ
シ
、
同
朋
同

侶
ニ
モ
ア
ヒ

テ
、
口
論
ヲ
モ

シ
テ

ハ
カ
ナ
ラ
ズ
廻

心
ス
ベ

シ
ト
イ

フ
コ
ト
、
コ
ノ
条
、
断

悪

修
善

ノ
コ

ゝ
チ
カ
。
一
向

専
修
ノ
ヒ
ト

ニ
ヲ
イ
テ

ハ
、
廻

心
ト
イ

フ
コ
ト
、

夕
ダ
ヒ
ト
タ
ビ
ア
ル
ベ
シ
。
ソ
ノ
廻
心
ハ
、
日
ゴ
ロ
本
願
他
力
真
宗
ヲ
シ
ラ

ザ
ル
ヒ
ト
、
弥
陀
ノ
智
慧
ヲ
タ
マ
ハ
リ
テ
、
日
ゴ
ロ
ノ
コ
コ
ロ
ニ
テ
ハ
、
往

生
カ
ナ
フ
ベ
カ
ラ
ズ
ト
オ
モ
ヒ
テ
、
モ
ト
ノ
コ
コ
ロ
ヲ
ヒ
キ
カ
ヘ
テ
、
本
願

ヲ

タ
ノ
ミ
マ
イ
ラ
ス
ル
ヲ
コ
ソ
、
廻

心

卜
ハ
マ
ウ

シ
サ

フ
ラ
ヘ
。
一
切

ノ
事

ニ
、
ア

シ
タ
ユ

フ
ベ

ニ
廻
心

シ
テ
、
往
生
ヲ
ト
ゲ
サ
フ
ラ
ウ
ベ
凡

バ
、
ヒ
ト

ノ
イ
ノ
チ

ハ
、
イ
ヅ
ル
イ
キ
、

イ
ル
ホ
ド
ヲ

マ
タ
ズ

シ
テ
ヲ

ハ
ル
コ
ト
ナ
レ

バ
、
廻

心
モ
せ
ズ
、
柔
和
忍
辱

ノ
オ
モ
ヒ

ニ
モ
住
せ

ザ
ラ
ン
サ
キ
ニ
、
イ

ノ

チ
ッ

キ
バ
、

摂
取
不
捨

ノ
誓
願

ハ
ム
ナ

シ
ク
ナ
ラ
せ
オ

ハ
シ
マ
ス
ベ
キ

ニ
ヤ
。

ク
チ
ニ
ハ
願
カ
ヲ
タ
ノ
ミ
タ
テ
マ
ッ
ル
ト
イ
ヒ
テ
、
コ
コ
ロ
ニ
ハ
、
サ
コ
ソ

悪
人

ヲ

タ
ス

ケ
ン
ト
イ

フ
願
不
思
議

ニ
マ
シ
マ
ス
ト
イ
フ
ト
モ
、
サ
ス

ガ
、

ヨ
カ
ラ
ン
モ
ノ
ヲ
コ
ソ
、
タ
ス

ケ
タ

マ
ハ
ン
ズ
レ
ト
オ
モ
フ
ホ
ド
ニ
、
願
力

ヲ
ウ

タ
ガ
ヒ
、
他
カ

ヲ

タ
ノ
ミ
マ
ヒ
ラ
ス
ル
コ

ゝ
ロ
カ

ケ
テ
、
辺
地

ノ
生
ヲ

ウ

ケ
ン
コ
ト
、
モ
ト
モ
ナ
ゲ
キ
オ
モ
ヒ

タ
マ
フ
ペ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
信

心
サ
ダ

マ
リ
ナ
バ
、
往
生

ハ
弥
陀
ニ

ハ
カ
ラ

ハ
レ
マ
ヒ
ラ
せ
テ
ス
ル
コ
ト
ナ
レ

バ
、

ワ
ガ
ハ
カ
ラ
ヒ
ナ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
ワ
ロ
カ
ラ
ン
ニ
ツ
ケ
テ
モ
、
イ
ヨ
イ
ヨ
願

カ
ヲ

ア
ヲ
ギ
マ
ヒ
ラ
せ
バ
、
自
然

ノ
コ
ト

ハ
リ

ニ
テ
、
柔
和
忍
辱

ノ
コ
ゝ

口

モ
イ

デ
ク
ベ

シ
。
ス
ベ
テ
ヨ
ロ
ヅ
ノ
コ
ト
ニ
ツ

ケ
テ
、
往
生

ニ

ハ
、
カ

シ
コ

キ
オ
モ
ヒ
ヲ
具
せ
ズ
シ
テ
、
夕
ゞ
、
ホ
レ
ボ
レ
弥
陀
ノ
御
恩
ノ
深
重
ナ
ル

コ
ト
、
ツ
子

ハ
オ
モ
ヒ
イ
ダ

シ
マ
ヒ
ラ
ス
ベ

シ
。

シ
カ
レ
バ

、
念
仏

モ
マ
フ

サ
レ
サ
フ
ラ
ウ
。
コ

レ
自
然
ナ
リ
。
ワ
ガ

ハ
カ
ラ
ハ
ザ
ル
ヲ
、
自

然
ト
マ
フ

ス
ナ
リ
。
コ

レ
ス
ナ

ハ
チ
、
他
カ

ニ
テ

マ

シ
マ
ス
。

シ
カ
ル
ヲ
自
然
ト
イ
フ

コ

ト
ノ
別

ニ
ア
ル

ヤ
ウ

ニ
、
ワ
レ
モ
ノ

シ
リ
ガ
ホ
ニ
、
イ
フ
ヒ
ト
ノ
サ
フ
ラ

ウ

ヨ
シ
、

ウ
ケ
タ
マ
ハ
ル
、
ア
サ

マ
シ
ク

サ
フ
ラ
ウ
。
」
（
蓮
如
筆
写
本
。
濁
点
、

句
読
点
は
西
田
。
以
下
、
平
仮
名
に
変
換
す
る
。）
こ
こ

で
、
唯
円
大

徳
は
当
時

の

「
信
心
の
行
者
」
た
ち
の
間

で
、
こ

の
「
廻
心
」
と
い
う
言
葉

の
領
解
の

し

か
た

に
つ
い
て
間
違
い
が
あ

る
こ
と

を
指
摘
す
る
と
同

時
に
、
そ
の
正
し

い
概
念
を
提
起
し
て
い
る
。
唯
円
大
徳

か
ら
見
て
間
違

っ
て
使
用

し
て
い
る

人
を
異
義
者
と
い
う
と
す
る
な
ら

ば
、
異
義
者

は
、
そ
の
廻
心
と
い
う
言
葉

を
単
に
日
常
の
精
神
生
活

の
用
語
と
し
て
使

っ
て
い
る
。
つ
ま
り

、
日
常
生

活
の
中

で
悪
い
こ
と
を
し
て

は
そ

の
つ
ど
謝
る
改
心
や
改
悟
・
改
悛

の
意
味

に
と

っ
て
い
る
。
言
葉
は
語
彙
と
し
て
浮
遊
性
を
も

っ
て

い
る
の
で
、
表
層

の
意
味
と
深
層
の
文

脈
と
が
分
離
し
て
、
ど
こ
へ
で
も
浮
遊
し
て

し
ま
う
。

お
そ
ら
く
、
異
義
者
も
廻
心
と

い
う
言
葉
そ
の
も
の
に
出

合
っ
た
の
は
親
鸞

聖
人
の
教
え
を
通
し
て
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
親
鸞

教
学
の
信
仰
の
文

脈
と
切
り
離
し
て
、
廻

心
を
単
語

的
に
浮
遊
さ
せ
日
常
生
活

の
文
脈

の
中

に

着
地
さ
せ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
唯
円
大
徳

は
そ
の
浮
遊
化

し
た
廻
心
を
引

き
戻
し
、
も
と
の
親
鸞
教
学
の
深
層
の
信
仰
の
文
脈
が
違
え

ば
そ

の
意
味
内

容

が
違

っ
て
く

る
。
「
異
義
」

は
深
層

の
文

脈
の
取

り
違

え

に
よ

っ
て

お

こ

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

親
鸞

教
学

の
用
語

と

し
て

「
廻
心
」
と

い
う
言
葉

が
出

て
く

る
の
は
、

『
教
行
信
証
』
（
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
）
で

は
「
化
身
土

巻
」

に
「
往
生

題問の心廻るけおに抄異歎6
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の
因

種

に
非

ず
廻

心
廻
向
之
善

な
り
」

と
い

う
と
こ
ろ

に
「
廻
心
廻

向
之

善
」
と
し
て
出
て
く

る
。
名
詞
的
に
は

た
だ
そ

の
一
箇
所
で
あ

る
が
、
動
詞

的
に
は
「
行
巻
」
に
(
1
)
「
善
悪
の
凡
夫
廻
心
し
起
行
し
て
尽
く
往
生
を
（
引

用
）
」
(
2
)
「
努
力
廻
心
し
て
帰
去
来
（
引
用
）
」
(
3
)
「
但
廻
心
し
て
多
く
念
仏

せ
使
む
れ
ば
（
引
用
）
」
と
出
て
く
る
。
ま
た
、
「
信
巻
」
に
(
4
)
「
謗
法
闡
提

廻
心

す
れ
ば

皆
往

く
と
（
引
用
）」

と
出

て
く

る
。
た
だ
し

、
こ
れ
ら

は
み

な
引

用
文
中
の
言
葉
で
あ

っ
て
、
親
鸞
の
御
自
釈
中
の
言
葉
で

は
な

い
。
し

た
が

っ
て
、
廻
心

は
『
教
行
信
証
』

で
は
親
鸞
自
身
の
言
葉
と
し
て
は
一
度

も
使
わ
れ
て

い
な

い
の
で

あ
る
。

次
に
、
和
漢
撰

述
の
部
で

は
、
「
廻

心
・

廻
心
」
は
、
『
愚
禿
鈔
』
に
(
1
)
「
漸
教
廻
心
の
機
は
自
力
な
り
」
(
2
)
「
勝
劣

対
直
入
廻
心
対
明
暗
対
」
(
3
)
「
亦
廻
心
の
行
と
名
づ
く
」
と
出
て
く
る
。
ま

た
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
(
4
)
「
但
使
廻
心
多
念
仏
能
令
瓦
礫
変
成
金
（
引

用
）
」
(
5
)
「
但
使
廻
心
多
念
仏
と
い
ふ
は
（
引
用
）
」
(
6
)
「
但
使
廻
心
は
ひ
と

へ
に
廻
心
せ
し
め
よ
と
い
ふ
（
引
用
）
」
(
7
)
「
廻
心
と
い
ふ
は
自
力
の
心
を

ひ

る
が

へ
し
」

と
出
て
く
る
。
ま

た
、
「
廻

心
す
」
と

い
う
動
詞
と
し
て

は
、

『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
(
1
)
「
み
な
廻
心
し
て
真
実
信
心
海
に
帰
入
し
ぬ
れ
ば
」
、

『
唯
信
鈔
文
意
』
に
(
2
)
「
但
使
週
心
は
ひ
と
へ
に
廻
心
せ
し
め
よ
と
い
ふ
」

と
い
う
用
例
と
し
て
出
て
く
る
。
ま

た

『
愚

禿
鈔
』

の
中
に
「
廻

心
之

行
」

と
い
う
用
例
も
出
て
く
る
（
(
1
)
「
正
雑
定
散
皆
な
是
れ
廻
心
之
行
な
り
と

也
」
）
。
以

上
の
よ

う
に

『
愚
禿
鈔
』
『
尊
号

真
像
銘
文
』
『
唯
信
鈔
文

意
』

の
三

著
作
の
中

に
廻

心
は
出
て
く

る
の
で
あ

る
が
、
『
愚

禿
鈔
』
で

は
そ
の

深
層

の
文
脈

が
必
ず
し
も
明

確
で

は
な
い
。

晩
年
の
『
唯
信
鈔
文
意
』

の
法

照

禅
師

『
五

会
法
事

讃
』

の
「
但
使
廻

心
多

念
仏
能
令
瓦

礫
変
成

金
」

の

「
文
意
」

に
お
い
て

は
じ
め
て
、
「
廻

心
と
い
ふ
は
自
力
の
心

を
ひ
る
が
へ
し

す

つ
る
を
い
ふ
な
り
。
」
と

い
う
よ

う
に
定
義
さ
れ
て
く

る
。
親
鸞
教
学

に

お

い
て

は
、
『
五
会
法
事
讃
』
の

注
解
を
契

機
と
し
て
は
じ

め
て
廻
心
の
深

層

の
文
脈

が
言
語
表
現
と
し
て
明
確
に
な
っ
た
と
私

は
考
え
る
。
ま
た
、
そ

れ
に
よ
っ
て
「
自
力
の
心
を
ひ
る
が
へ
し
」
て
「
他
力
の
こ
ゝ
ろ
」
に
帰
入

す

る
こ
と

が
廻
心
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
廻
心
の
概
念
が
明
確
に
な

っ
て
き
た
。
こ
こ

に
、
親
鸞
教
学
の
廻

心
の
定
義

が
あ
る
。
そ
れ
で

は
、
ひ

る
が
え
し
棄
つ
る
べ
き
「
自
力
」

と
帰
入
す

べ
き

「
他
力
」
と
は
、
親
鸞
教

学

に
お

い
て

、
そ
れ
ぞ
れ
、
い

か
な

る
概

念
で
あ
ろ
う

か
。
「
自
力
」
に
つ

い
て
は
、
『
一

念
多
念
文
意
』

で
は
「
自
力

と
い
ふ
は
、
わ
が
み
を
た
の
み
、

わ
が
こ
こ
ろ
を
た
の
む
。
わ
が
ち

か
ら
を

は
げ
み
、
わ
が
さ
ま
ざ
ま

の
善
根

を
た
の
む
ひ
と
な
り
。
」
と
言

わ
れ
、
ま
た
、
『
唯
信
鈔
文

意
』
で

は
「
自
力

の
こ
こ
ろ
を
す
つ
と
い
ふ
は
、
や

う
や
う
さ
ま
ざ
ま
の
大
小

の
聖
人

、
善
悪

の
凡

夫
の
、
み
づ
か
ら
が
身
を
よ
し
と

お
も
ふ
こ
こ
ろ
を
す
て
、
み

を
た
の

ま
ず
、
あ
し
き
こ
こ
ろ
を
さ
か
し
く

か
へ
り
み
ず
、
ま
た
、
ひ
と
を
あ
し
よ

し
と
お
も
ふ
こ
こ
ろ
を
す
て
て

、
ひ
と
す

ぢ
に
具
縛
の
凡
愚
、
屠

沽
の
下
類
、

無
碍
光
仏
の
不

可
思
議
の
本
願

広
大
智
慧

の
名
号
を
信
楽
す
れ
ば
、
煩
悩
を

具
足
し

な
が
ら

無
上
大
涅
槃

に
い
た

る
な
り

。」

と
言
わ
れ
て

い
る
。
さ
ら

に
は
、
『
末
灯
鈔
』

第
二
通
の
「
か
さ
ま
の
念
仏
者

の
う
た
が
ひ
と
わ
れ
た

る
事
」

に
お
い
て
は
「
自
力
と
申
す
こ
と

は
、
行
者
の
お
の
お
の
の
縁
に
し

た
が
ひ
て

余
の
仏
号
を
称
念
し
、
余
の
善
根
を
修
行
し
て

、
わ
が
み

を
た
の

０７



み
、

わ
が
は

か
ら
ひ
の
こ
こ
ろ
を
も
て
、
身
口
意
の
み
だ
れ
ご
こ
ろ
を
つ
く

ろ

い
、
め
で
た

う
な
し
て

浄
土

へ
往
生

せ
む
と
お
も

ふ
を
自
力

と
申

す
な

り
。
」
と
言
わ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
「

他
力
」

に
つ

い
て
は
、
同
じ
く

『
末
灯

鈔
』

第
二
通
に
お

い
て
、
「

他
力

と
申
す
こ

と
は
、
弥
陀
如
来
の

御
ち

か
ひ

の
中
に
選
択
摂
取
し

た
ま
へ

る
第
十

八
の
念
仏
往
生

の
本
願
を
信
楽
す

る
を

他
力
と
申
す

な
り
。
」
と
言

わ
れ

、
ま
た
続
け
て

、
「
如
来
の
御
ち

か
ひ

な
れ

ば
、
他
力

に
は
義

な
き

を
義

と
す

と
、
聖
人
の
お
ほ
せ
ご
と

に
て

あ
り
き

。

義
と
い
ふ
こ
と
は
、
は
か
ら
う
こ
と
ば
な
り
。
行
者
の
は
か
ら
ひ

は
自
力

な

れ
ば
義
と
い
ふ
な
り
。
他
力

は
本
願
を
信
楽
し
て

、
往
生
必

定
な
る
ゆ
へ

に

さ
ら
に
義
な
し
と
な
り
。
」

と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で

歎
異
抄
の
「
廻

心
」
に
も
ど
る
と
、
唯
円

大
徳
は
「
日
ご
ろ
本
願

他
力
真
宗
を
し
ら
ざ
る
ひ
と
」
が
そ
の
本
願
他
力
真
宗
を
し
ら
ざ
る
「
日
ご

ろ

の
こ

ゝ
ろ
」
か
ら
「
本
願
を
た
の
み
ま

い
ら
す
る
」
こ
こ
ろ
へ
の
転
換

を

「
廻

心
」
と

言
わ
れ
て

い
る
。

唯
円

大
徳

の
「
日
ご
ろ
の
こ

ゝ
ろ

」
は
親
鸞

教
学

の
「
自
力

の
こ

ゝ
ろ
」

に
対

応

し
、
「
本

願
を

を
た

の
み

ま

い
ら

す

る
」
こ
こ
ろ

は
「

他
力
の
こ

ゝ
ろ
」

に
対

応
す

る
と
、
一
応
は
言

っ
て

い
い

で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
唯
円
大

徳
が
「
日
ご
ろ
本
願

他
力
真
宗

を
し
ら

ざ
る

ひ
と
」

と
言
わ
れ
て

い
る
こ
と

を
ど
う
領
解
す
る
か
に
よ

っ
て

、
そ
の
意
味

の
深
さ
を
ど
こ

に
お
く

か
が
違

っ
て

く
る
。
と
い
う
の
は
、
第

一
に
、
い
ま

ま
で
全
く
真
宗

の
教
え

を
聞

い
た
こ
と
の
な
い
ひ
と
と
文
字
通

り
に
解
す
る

こ
と
も
で

き
る
し
、
第

二
に
、
い
ま
ま
で
真
宗
の
教
え

を
聞

い
て

い
た
け
れ

ど
も
そ
の
神
髄

を
聞
き

ひ
ら
い
て

い
な

か
っ
た
ひ
と
と
解
す

る
こ
と
も
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。
歎
異
抄
第
十
六
条
で

は
表
層
的
に
見
れ
ば
第
一
の
意
味

合

い
が
強

い
よ
う

に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
、
こ
の
第
十
六
条
全
体

の
信
心
の
深
さ
の
射

程
を
み
る
と
第
二
の
意
味
合
い
が
強
い
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。
そ
の
ど

ち
ら

に
重
点
を
お
く
か
に
よ

っ
て
第
十
六
条
の
読
解
は
違
っ

て
く
る
。
そ

う
い
う
意
味
で
こ
の
読
解
は
き

わ
め
て
微
妙
で
あ
る
。
し
か
し
、

親
鸞

教
学
で

は
「
自

力
の
こ

ゝ
ろ
」
か
ら
「
他
力
の
こ

ゝ
ろ
」

へ
の
転
換
を

廻
心
と
言
っ
て

い
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次

に
廻

心
と

い
う
言

葉
が
生
ま
れ
る
意
味
空
間
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
親
鸞
聖
人

は
「
浄
土

真
宗

は
大
乗

の
な

か
の
至

極
な
り
。
」
（
『
末
灯
鈔
』
第
一
通
）
と
言

わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
ど
う
い
う
意
味
に
お

い
て
「
大
乗

の
至
極
」
で
あ

る
の
か
、

そ
の
深
層
の
信
仰
コ

ー
ド
を
私

は
次

の
よ
う

に
構
造
化
し
て
考
え
て

い
る
。

－

こ
れ

は
国
際
真

宗
学
会
第
六
回
大
会
（
一
九
九
三
年
八
月
五
日
、
於
大
谷

大
学
）
に
お
い
て
発
表
し
た

レ
ジ
ュ

メ
に
詳
細

に
述
べ
て
い
る

が
、
こ

こ
で

は
簡
略
に
述
べ
る
に
と
ど
め
る
。
―
―
仏
教
の
門
に
入
ら
な
い
前
の
世
俗
の

〈
わ
た
く
し
〉
は
自
己
の
〈
存
在
）
が
「
仏
智
疑
惑
の
罪
」
（
人
間
存
在
の
存

在

性
）
で

あ
る
こ

と
も
知
ら
な

い
で
「
仏
智
疑
惑
の
罪
」
そ
の
も
の
を
生
き

て
い
る
。

こ
れ
が
第
一
意
味
空
間
で
あ
る
。
次
に
、
仏
教
の
門

に
入

っ
て
、

努
力
精
進
に
よ
っ
て
煩
悩
を
滅
却
し
て
悟
り
を
ひ
ら
こ

う
と
し
て
修
行
し
て

い
る

段
階
、
こ
れ

が
第

二
意
味
空
間
で

あ
る
。
こ
こ
で

も
「
仏
智

疑
惑
の

罪
」
と
い
う
こ
と
は
問
題
に
な
っ
て
こ
な
い
。
次
に
、
仏
道
修

行
の
過

程
で
、

自
分
の
努
力
精
進
で

は
煩
悩
を
滅
却
し
て
仏

に
な
る
こ
と
は
で

き
な
い
と

い

う
こ
と

に
気

づ
い
て
、
〈
阿
弥
陀
仏
〉
を

タ
ノ
ム
と

い
う
方

向
が
出
て
き
た

題問の心廻るけおに抄異歎
－１７



段
階
、
こ
れ
が
第
三
意
味
空
間
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
浄
土
宗
の
門

に

入

っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
浄
土
宗
の
門
の
中
で
念
仏
往
生
に
は
げ

む
こ
と

を
通
し
て
、
〈
わ
た
く
し
）

の
自
力
性
が

あ
ら
わ
に
な

っ
て

く
る
。

〈
阿
弥
陀
仏
〉

の
国
へ
の
往
生
と

い
う
意
味
空
間
で

な
お
、
自
分
の

努
力

精

進
に
よ

っ
て
往
生
の
資
格
を
獲
得
し
て
往
生
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
心
、
こ

れ
が
自
力
の
心
で
あ
り
「
仏
智
疑
惑
の
罪

」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
じ
め
て

「
仏
智
疑
惑

の
罪
」

が
顕
在
化
し
て

く
る
。
こ
れ
が
第
四

意
味
空
間
で

あ
る
。

次

は
そ
の
「
仏
智

疑
惑
の
罪
」
を

〈
阿

弥
陀
仏
〉
の
智
慧
に
教
え
ら

れ
て

、

そ

れ
を
〈
阿
弥
陀
仏
〉

に
懺
悔
す

る
と
同

時
に
、
そ
の
「
仏
智
疑
惑

の
罪
」

の

く
わ
た
く
し
〉

を
そ
の
ま
ま
受
容
し
て

く
だ
さ
っ
て

い
る
〈
阿
弥
陀
仏
〉

の
慈
悲

に
感

謝
す

る
意
味
空
間
で
あ

る
。
こ
れ
が
第
五
意
味
空
間
で
あ
り
、

こ
れ
を
親
鸞
聖
人

は
浄
土
真
宗
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ

は
人
間
存
在
の
存
在
性

を
真
宗
の
深
層
の
信
仰
コ
ー
ド
と
し
て
意
味
論
的

に
構
造
化
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
親
鸞
教
学

に
お
け
る
廻

心
は
第
四
意
味
空
間

か
ら
第
五
意
味
空
間
へ

の
転
換
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
さ
き
ほ
ど
の
歎
異
抄
の
第
一
の
意

味
合

い
の
廻
心
と
第
二
の
意
味
合
い
の
廻
心
と
を
こ
れ

に
当
て
は
め
て
み
る

と
、
第
一
の
意
味
合

い
の
廻

心
は
第
二
意
味
空
間

か
ら
第
三
意
味
空
間
へ
の

転
換
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
第
二
の
意
味
合

い
の
廻
心

は
第
四

意
味
空
間
か
ら

第
五

意
味
空
間
へ
の
転
換
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
真
宗
に
お
け

る
廻

心
は
、
単
に
心
を
改
め
る
と
い
う
心
理

上

の
で
き

ご
と
で

は
な
く
、
〈
わ
た

く
し
〉

に
と

っ
て

、
一
つ
の
意
味

空
間

か
ら

全
く
新
し
い
意
味
空
間
へ
と

転
ぜ
ら

れ
る
、
い
う
な
れ
ば
世
界

観
の
転

換

で

あ

る
。

深

層

の
文

脈

の

取

り

違

え

に

よ

っ
て

「
異

義

」

は

お
こ

っ
て

く

る
と

言

っ

た

の
で

あ

る
が

、

そ

の

深

層

の

文

脈

は

必
ず

意

味

体

系

と

し

て

存

在

し

て

い

る
。

第

四

意

味

空

間

は

親

鸞

教

学

の

「
自

力

の

こ

ゝ
ろ

」

の

究
極

な

の

で

あ

る
が

、

そ

れ

は

、

自

分

で

努

力

精

進

し
て

〈
阿

弥

陀

仏
〉

の

国

へ

往

生

で

き

る
と

考

え

て

い

る

心

と

し

て

存

在

す

る
。

既

に
そ

の

心

は

第

二
意

味

空

間

で

は

自

分

の

努

力

精

進

に

よ

っ
て

自

分

の
煩

悩

を

滅

却

し

て

悟

り

を

ひ

ら

こ

う

と

す

る

心

と

し

て

存

在

し

て

お
り

、

そ
れ

の

行
き

詰

ま

り

を
体

験

し

て

第

三

意

味

空

間

に

入

っ
た

の
で

あ

る
け

れ

ど

も

、

さ
ら

に
深

い
と

こ
ろ

に

そ

の

〈
根

〉

が

あ

り

、

そ

れ

が
第

四

意

味

空

間

で

〈
阿
弥

陀

仏
〉

の
智

慧

に
照

ら

し

出

さ

れ

た

の

で

あ

る

。
そ

れ

は

〈
阿

弥

陀

仏
〉

の
国

へ
の

往

生

と

い

う

意

味

場

面

に

お

い

て

照

ら

し

出

さ

れ

て

く

る

の

で

あ

る

。
〈
阿

弥

陀

仏
〉

の

国

は

「
西

方

十

万

億

土

」

の

距

離

に

あ

る

と

言

わ

れ

て

い

る

が

（
『
仏
説

無
量
寿
経
』
）

、

そ

こ

へ

行

く

手

段

方

法

は

本

当

は

判

ら

な

い

の

で

あ

る
。

往

生

の
手

段

方

法

が

い
ろ

い
ろ

と

工

夫

考

案

さ
れ

て

く

る
が

、

た
と

え

ば
称

名

念

仏

と

い
う

方

法

を

と

っ
て

も

、

本

当

は

何
万

回
称

え

れ

ば

往

生

で

き

る

の

か
と

い

う
こ

と

は
人

間

の

側

は

知

ら

な

い

わ
け

で

あ

る
。

知

ら

な

い

に
も

か

か

わ
ら

ず

自

分

勝

手

に
十

万

遍

・

百

万

遍
と

回
数

を

定

め
、

そ

れ

で

往

生

は

で

き

る

と

考

え

る

こ

と

自

体

、

ま

こ

と

に

智

慧

と

慈

悲

と

し

て

の

〈
阿

弥

陀

仏
〉

の

本

願

を

無

視

し

た
思

い

上

が

り

で

あ

り

自

己

高

貢

で

あ

る

。

こ

れ

が

親

鸞

教

学

の

用

語

で

言

え

ば

「
疑
城

・

胎
宮

、

懈

慢

・

辺

地
」

で

あ

る
。

こ

れ

を

い

ま

〈
胎

宮

性

〉

と

い

う

と

す

れ

ば

、

そ

の

〈
胎

宮

性

〉

が

「
弥

陀

の

智

慧

を

た

ま

は

り

て
」
、

〈
阿

弥
陀

仏

〉

へ
の

思

い
上

が

り

の

罪

に



め

ざ

め

、
自

己

の

往

生

を

〈
阿

弥

陀

仏

〉

の

本

願

の
御

言
葉

に

ま

か

せ

る

と

い

う

の

が
廻

心
で

あ

る
。

そ

し

て

、

そ

の

廻

心

の

表

白

が

「
南

無

阿

弥

陀

仏

」

で

あ

る

。
「
往

生

は

弥

陀

に

は

か

ら

わ

れ

て

ま

ひ

ら

す

る

こ

と

な

れ

ば

、

わ

が

は

か

ら

い

な

ら

ず

」
（
第

十

六
条
）
と

い

う

言

葉

は

そ

う

い

う

〈
胎

宮

性

〉

か

ら

目

が

さ

め

た

言

葉

な

の

で

あ

る
。

そ

の
意

味

で

、
〈
胎

宮

性

〉

か

ら

の

目

ざ

め

を

廻

心

と

い

っ
て

い

る

の

で

も

あ

る
。

こ

れ

は

『
教

行

信

証

』

の

教

学

で

は

「
三
願

転

入
」

と

言

わ

れ

る

。

要

す

る

に

「
真

実

信

心

」

と

言

わ

れ

る
十

八
願

の

信

心

の
体

験

で

あ

る

。

歎

異

抄

の

「
廻

心
」

は

宗

教

学

的

に

言

え

ば

宗
教

的

体

験

で

あ

る

。

そ

し

て

、

そ

の
廻

心

は

「

弥

陀

の
智

慧

を

た

ま

は

り

て
」

と

言

わ

れ

る

よ

う

に

、

宗

教

学
的

に

言
え

ば

〈
阿

弥

陀

仏
〉

と

い

う

超

越
的

な

る
も

の

と

の

出

遇

い

の

体

験

で

あ

る

。
〈
阿

弥

陀

仏

〉

の

ま

し

ま
す

国

と

し

て

の

「
阿

弥

陀

仏

国
」

は

宗

教

学

的

に

言

え

ば

「
彼

岸

」

の

世

界

で

あ

る
。
〈
阿

弥

陀

仏

〉

は

人

間

の

日
常

世

界

と

は

異

質

の

も

の

で

あ

る

。

し

た

が

っ
て

、

宗

教

的

体

験

と

し

て

の
廻

心

は
超

越

的

体

験

で

あ

る

。

し

か

し

、

そ

の

超

越

的

体

験

は

、

キ

リ

ス

ト
教

の

よ

う

に

聖

な

る

も

の

と

の

出

遇

い

の
体

験
と

い

っ
た

も

の

で

は

な

い
。

パ

ウ

ロ

の
ｃ
ｏ
ｎ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉｏ
ｎ

（
「
回

心
」
）

は

、

多

く

の

学

者

の

一

致

し

た

見

解

に

よ

れ

ば

、
『
使

徒

言

行

録

』

９

の
0
3
～
1
9
、
2
2
の
0
6
～
1
6
、
2
6

の
1
2
～
1
8
に
述

べ
ら

れ

る

ダ

マ
ス

コ

途

上

で

の

出
来

事

で

あ

る

と

言

わ

れ

て

い

る

が

（
注
記
略
）
、

そ

れ

ら

を

見

る
と

、

突

然

、

天

か
ら

光

が

射

し

神

の

声

が
天

か
ら

聞

こ

え

て

く

る
と

い

う
形

で

回

心

を

体
験

し

て

い

る

。

ア

ウ

グ

ス

チ

ヌ

ス
の

回

心

や

ル

タ

ー

の

回

心

の

場

合

も

似

た

よ

う

な

神

体

験

で

あ

り

（
注
記
略
）
、
そ

こ
に
キ
リ

ス
ト
教
の
回
心
の
原
型

が
あ
る
と
す
れ

ば
、

キ
リ

ス
ト
教
の
回
心
と
歎
異
抄
の
廻

心
と
は
よ
ほ
ど
様
相
が
違

っ
て

い
る
と
い
う

感
じ
が
す
る
。

キ
リ

ス
ト
教
で

は
回
心

は
超
自
然
的
体
験
、
究
極
的
な
る
も

の
へ
の
実
在
体
験
と

い
っ
た
神
体
験
で
あ
り
、
そ
の
と
き
の
感
情
体
験
と
し

て
は
畏

怖
感
情
や
敬
虔
感
情
と
い
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
回
心
の
心
理
的
体
験

と
し
て

注
視
さ
れ
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
、
歎
異
抄
の
廻

心
で
は
「
弥
陀
の
智

慧
を
た
ま
は
り
て
」
と
言

っ
て

も
、
そ
の

〈
阿
弥
陀
仏
〉
体
験
の
ほ
う
を
注

視
し
て

い
る
の
で
は

な
く
て
、

注
視
し
て

い
る
の
は
、
〈
阿
弥
陀
仏
〉
の
智

慧
の
光
に
よ

っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
る
〈
わ
た
く
し
〉
の
ほ
う
な
の
で
あ
る
。

歎
異
抄
の
廻

心
は
自
己
に
つ
い
て

の
自
己
認
識
の
転
回
で

あ
り

転
換
な
の
で

あ
る
。
そ
の
意

味
で

は
、
〈
阿
弥
陀
仏
〉
と
の
出
遇

い
と

は
実
は

〈
わ
た
く

し
〉
と

の
出
遇

い
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
真
宗
の
伝
統
用
語
で

言
え

ば
自
己
の

煩
悩
具
足
の
凡

夫
性
、
哲
学
的
表
現
を
と
れ
ば
絶
対
の
被

限
定
性
と
の
出
遇

い
で
あ
る
。
私
の
言
葉
で
言
え

ば
〈
罪
と
し
て
の
わ
た
く
し
〉

が
照
ら
し
出

さ
れ
る
出
来

事
で
あ

る
。
正

確

に
言
え
ば
、
〈
阿
弥

陀
仏
〉
の
智
慧
の
光
の

中
で
自
己
が
自
己
自
身

に
出
遇
う
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
廻

心
と

は
智

慧
の
体
験
で
あ

る
。
そ
こ
に
全
身

的
な
感
動
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
回
心

は
自
己
の

〈
外
〉
な
る
実
在
の
神

と
出
遇
う
と
い
う
神
体
験
が
核
心
に
な
っ

て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で

は
自
己
そ
の
も
の
が
見
え

な
く
な
っ
て

し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
の
回
心
を
向
神
性

と
い
う
と
す

れ
ば
、
歎
異
抄
の
廻
心
は
向
自
性

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
回
心
は
真
昼

の
光
の
体
験
に
譬
え

ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

題問の心廻るけおに抄異歎Ｑ
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歎
異
抄
の
廻
心
は
夜
の
月
の
光
の
体
験

に
譬
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
自

己
の
煩
悩
性
を
照
ら
し
出
さ
れ
る
と
こ
ろ

に
〈
阿
弥
陀
仏
〉

の
本
願
を
体
験

し
、
照
ら
さ
れ
た
煩
悩
を
通
し
て

〈
阿
弥
陀
仏
〉
を
体
験
し
て

い
く
。
廻
心

と

は
内
容
的

に
は

〈
阿
弥
陀
仏
〉
の
本
願
の
御
言
葉
を
信
じ
受

け
容
れ
る
信

心
の
成
立
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
真
宗

の
信
心
は
常
に
〈
廻

心
の
信
心
〉

で
あ

る
。
そ
の
廻
心
の
信
心

に
お

い
て
現
成
し
て
く
る
徳
が
「
柔
和
忍
辱
の

こ

ゝ
ろ
」
で
あ
る
。
柔
和
の
徳
と
は
心
が
柔
軟
で
他
者
の
少

々
の
罪
を
も
受

容
し
許
し
て

い
く
こ
と
の
で
き
る
心
で
あ

る
。
ま
た
忍

辱
の
徳
と
は
心
が
強

靱
で

ふ
り

か
か
る
苦
難
に
も
た
え
て

い
く
こ
と
の
で
き
る
心
で

あ
る
。
廻
心

の
信
心
の
徳
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
心
が
自
然

に
醸
成
さ
れ
て

く
る
と
言
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
廻
心
の
信
心
の
感
情
体
験
で

あ
る
と
も
言
え

る
。最

後

に
ひ
と
こ
と
付
言
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
相
違
性
の
指
摘
だ
け
で
簡

単
に
こ
と
は
済
そ
う
に
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
相
違
は
、
或
い
は
、

そ

の
宗
教
的
体
験
が
相
違
し
て

い
る

の
で

は
な
く
、
そ
の
表
現
の
し

か
た
が

相
違

し
て

い
る
だ
け
で
は
な

い
か
、
と
も
言

い
う

る
。
宗
教
的
体
験
を
ど
の

視
角

か
ら

捉
え
ど
の
よ
う

に
叙
述
す

る
か
は
、
そ
の
宗
教
の
関
心
の
あ
り

か

と
関

係
し
て

い
る
に
違

い
な

い
。
そ

こ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
特
徴
も
出
て

く
る
と
も
言
え

る
。
ど
こ
を

注
視
す

る
か
は
文
化
の
質
と
も
関
係
し
て
く

る
。

宗
教

は
人
間

の
最
も
古

い
認
識
の
体
系
で

あ
る
が
ゆ
え

に
、
宗
教
の
中

に
そ

の
文
化

の
質

の
謎
が
含
ま
れ
て

い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
思
想

の

比

較
は
深

い
闇
を
底

に
も

っ
て

い
る
。

＊
紙
数
の
都
合
で
注
記
・
参
考
文
献
の
記
載
略
。

（
に
し
だ
・
し

ん
い
ん
、
真
宗
大
谷
派
僧
侶
、

真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
所
員

〉
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