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Kanae Tada’s Views on Faith in his Later Period as 
Seen in the Midorigo Journal
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Summary
The purpose of this paper is to clarify the features of Kanae Tada’s 

（1875-1937）faith and thought after 1914, the second half of his life. 
It deals mainly with articles in the magazine Midorigo. The following 
results were obtained: （1）In the second half of his life, Tada opposed any 
understanding of Buddhism based on one’s own personal experience or 
personal introspection as advocated by teachers such as Daiei Kaneko and 
Haya Akegarasu. （2）Moreover, he criticized “academic” understanding 
of the Buddhist teachings. （3）He believed that only one’s sincere faith in 
Amitābha Buddha brought out the correct Buddhist understanding.

『みどりご』誌にみる後期多田鼎の信仰理念

春　近　　　敬
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『
み
ど
り
ご
』
誌
に
み
る
後
期
多
田
鼎
の
信
仰
理
念

春　

近　
　
　

敬

　
　
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
多
田 
鼎
／
浩
々
洞
／
浄
土
真
宗
／
近
代
仏
教

一　

は
じ
め
に

　

本
論
文
は
、
明
治
末
～
昭
和
初
期
の
真
宗
大
谷
派
僧
多
田
鼎
（
一
八
七
五
│
一
九
三
七
）
の
後
期
の
信
仰
に
つ
い
て
、
彼
の
個

人
雑
誌
で
あ
る
『
み
ど
り
ご
』
誌
に
発
表
さ
れ
た
記
事
を
中
心
に
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

問
題
の
所
在

　

清
沢
満
之
（
一
八
六
三
│
一
九
〇
三
）
の
弟
子
で
あ
っ
た
多
田
鼎
は
、
同
門
の
暁
烏
敏
（
一
八
七
七
│
一
九
五
四
）
お
よ
び

佐
々
木
月
樵
（
一
八
七
五
│
一
九
二
六
）
と
並
ん
で
「
浩
々
洞
の
三
羽
烏
」
と
呼
ば
れ
た
一
人
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
説

教
者
と
し
て
、
ま
た
清
沢
の
宣
伝
者
と
し
て
カ
リ
ス
マ
的
な
影
響
力
を
誇
っ
た
暁
烏
や
、
大
谷
大
学
第
三
代
学
監
と
し
て
清
沢
の

教
育
理
念
の
継
承
を
試
み
た
佐
々
木
と
比
べ
て
、
多
田
の
名
が
議
論
に
上
る
こ
と
は
多
く
な
い
。
こ
れ
は
、
一
旦
は
清
沢
の
門
弟
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で
あ
り
な
が
ら
伝
統
教
学
に
回
帰
し
て
晩
年
に
清
沢
の
思
想
を
批
判
し
た
こ
と
と
、
当
時
の
多
く
の
仏
教
者
と
同
じ
く
戦
争
に
肯

定
的
な
言
説
を
展
開
し
た
こ
と
が
一
因
と
さ
れ
て
い
る
。

　

伊
香
間
祐
学
は
、「
大
谷
派
の
教
学
者
か
ら
は
多
田
鼎
は
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
ユ
ダ
の
よ
う
に
思
わ
れ
」
て
い
る
と

述
べ
て
い
る（

1
（

。
曽
我
量
深
が
多
田
を
「
清
沢
満
之
に
背
い
た
人（

（
（

」「
師
に
背
い
た
人
」
と
評
し
た
よ
う
に
、
清
沢
に
最
も
近
い
弟

子
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
精
神
主
義
と
袂
を
分
か
ち
、
裏
切
り
者
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
の
表
現
で
あ
ろ
う（

（
（

。

加
来
雄
之
は
、
多
田
は
大
谷
派
の
教
学
で
は
「
ほ
と
ん
ど
抹
殺
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る（

4
（

」
と
述
べ
る
。
実
際
、

曽
我
量
深
が
教
学
に
お
い
て
清
沢
の
思
想
的
課
題
を
引
き
継
い
だ
よ
う
な
形
で
は
、
多
田
の
思
想
は
直
接
的
に
後
代
の
教
学
者
に

は
受
け
継
が
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。『
親
鸞
に
出
遇
っ
た
人
び
と
』（
全
五
巻
、
同
朋
舎
）
の
多
田
の
章
に
お
い
て

も
、
そ
の
解
説
を
行
な
っ
て
い
る
の
は
精
神
科
医
の
岸
本
鎌
一
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
当
時
の
多
田
の
言
葉
は
少
な
か
ら
ぬ
人
々
に
影
響
を
与
え
た
。
そ
れ
は
彼
の
存
命
中
だ
け
で
な
く
、
没
後
に
も
及

ん
だ
。
戦
後
、
多
田
の
も
と
で
聞
法
を
し
て
い
た
在
家
信
徒
ら
は
多
田
の
著
作
を
編
集
し
て
出
版
し
、
五
十
回
忌
を
控
え
た

一
九
八
四
年
に
は
彼
が
発
行
し
た
月
刊
誌
『
み
ど
り
ご
』
を
復
刻
し
、
書
簡
集
も
発
行
し
た
。
本
論
は
、
か
よ
う
に
近
代
仏
教
史

に
一
定
の
存
在
感
を
示
し
た
多
田
の
、
特
に
後
半
生
の
思
想
に
つ
い
て
解
明
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

多
田
の
生
涯

　

は
じ
め
に
、
多
田
の
生
涯
に
つ
い
て
確
認
し
た
い（

5
（

。
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
、
多
田
鼎
は
愛
知
県
蒲
郡
の
大
谷
派
寺
院
で

あ
る
常
円
寺
に
て
多
田
慶
龍
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
十
七
歳
で
上
京
し
、
郁
文
館
尋
常
中
学
校
正
科
二
年
に
編
入
す
る
。

一
八
九
三
年
、
十
九
歳
で
東
京
専
門
学
校
に
転
入
す
る
が
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
四
ヶ
月
ほ
ど
で
退
学
す
る
。
退
学
後
、
義

理
の
従
兄
で
あ
る
村
上
専
精
よ
り
清
沢
満
之
の
こ
と
を
聞
き
、
当
時
清
沢
が
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
大
谷
尋
常
中
学
校
に
転
入
し

−51−



た
。
在
学
中
に
一
年
病
気
で
休
学
し
た
こ
と
か
ら
、
暁
烏
敏
、
佐
々
木
月
樵
の
二
人
と
同
級
に
な
っ
た
。
一
八
九
六
年
、
京
都
の

真
宗
大
学
に
入
学
す
る
が
、
同
年
に
起
こ
っ
た
清
沢
ら
を
中
心
と
し
て
起
こ
っ
た
宗
門
改
革
運
動
に
参
加
し
、
退
学
処
分
を
受
け

た
（
翌
年
復
学
）。
一
九
〇
〇
年
に
真
宗
大
学
を
卒
業
す
る
と
再
び
東
京
へ
赴
き
、
清
沢
の
も
と
真
宗
大
学
研
究
生
と
し
て
仏
伝

の
研
究
を
行
っ
た
。
多
田
は
暁
烏
や
佐
々
木
ら
と
清
沢
の
住
居
に
住
み
込
み
、「
浩
々
洞
」
と
呼
ば
れ
る
共
同
生
活
を
始
め
た
。

一
九
〇
一
年
に
浩
々
洞
か
ら
雑
誌
『
精
神
界
』
が
発
行
さ
れ
た
際
に
は
編
集
人
を
務
め
た
。
多
田
は
暁
烏
ら
と
共
に
「
精
神
主

義
」
の
名
の
も
と
に
信
仰
運
動
を
起
こ
し
、
浩
々
洞
の
中
心
人
物
の
一
人
と
な
っ
た
。

　

一
九
〇
二
年
、
清
沢
を
学
監
と
し
て
東
京
に
移
転
開
校
し
た
真
宗
大
学
の
教
授
嘱
託
と
な
る
が
、
同
年
十
一
月
に
大
学
紛
擾
の

責
任
を
取
っ
て
職
を
辞
し
た
清
沢
に
伴
い
辞
職
す
る
。
こ
れ
が
上
京
後
の
多
田
の
第
一
の
転
機
と
な
る
。
翌
一
九
〇
三
年
に
研
究

生
も
辞
し
た
多
田
は
、
清
沢
を
は
じ
め
と
す
る
周
囲
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
「
真
宗
皆
無（

（
（

」
の
地
で
あ
っ
た
千
葉
市
に
千
葉
教
院

を
開
き
、
開
教
活
動
に
入
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
学
問
と
議
論
を
中
心
と
す
る
生
活
か
ら
伝
道
中
心
の
生
活
へ
の
転
換
で
も
あ
っ

た
。
こ
の
頃
、
当
時
千
葉
医
学
専
門
学
校
生
で
あ
っ
た
仏
教
学
者
の
宮
本
正
尊
や
、
帝
国
大
学
生
で
あ
っ
た
倫
理
学
者
の
白
井
成

允
が
千
葉
教
院
を
訪
れ
、
多
田
に
接
し
て
い
る
。
し
か
し
「
家
屋
の
陋
隘
、
生
活
費
の
不
足
、
参
集
者
の
無
智
、
宗
教
気
分
の
無

き
土
地（

（
（

」
の
な
か
で
多
田
の
布
教
は
困
難
を
極
め
る
。
そ
し
て
一
九
一
一
年
、
兄
が
住
職
を
務
め
て
い
た
常
円
寺
が
経
営
難
に
陥

り
、
寺
務
を
助
け
る
た
め
に
千
葉
教
院
を
西
本
龍
山
に
任
せ
て
蒲
郡
に
帰
郷
し
た
。
清
沢
は
千
葉
開
教
後
ほ
ど
な
く
し
て
没
し
、

後
援
し
て
い
た
佐
々
木
と
暁
烏
も
各
々
の
事
情
で
浩
々
洞
を
去
り
、
残
っ
た
浩
々
洞
の
同
人
と
は
信
仰
上
の
意
見
の
隔
た
り
が
生

ず
る
な
ど
、
多
田
は
布
教
、
家
庭
、
信
仰
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
苦
悩
を
抱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

一
九
一
四
年
、
四
十
歳
の
多
田
に
信
仰
上
の
決
定
的
な
転
換
が
訪
れ
る
。
煩
悶
を
経
た
多
田
は
信
仰
に
「
動
転
」
を
き
た
し
、

そ
れ
ま
で
の
思
想
を
翻
す
。『
精
神
界
』
第
十
四
巻
九
号
（
一
九
一
四
年
九
月
発
行
）
に
「
我
は
是
の
如
く
動
転
せ
り
」
を
、
同

誌
十
一
号
（
同
十
一
月
発
行
）
に
「
願
は
く
ば
我
が
昨
非
を
語
ら
し
め
よ
」
を
発
表
し
、
自
ら
の
信
仰
が
「
動
転
」
し
、
従
来
自

−5（− −5（−



分
が
語
っ
て
き
た
信
仰
内
容
の
一
切
が
誤
り
で
あ
っ
た
と
告
白
し
た
の
で
あ
る
。
浩
々
洞
と
決
別
し
た
多
田
は
一
九
一
五
年
に
北

海
道
へ
の
開
教
に
赴
い
た
後
、
一
九
一
六
年
に
兄
の
死
去
に
伴
っ
て
常
円
寺
の
住
職
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
と
き
既
に
肺
結
核
に

か
か
っ
て
お
り
、
佐
々
木
の
紹
介
に
よ
り
兵
庫
の
西
宮
で
療
養
生
活
を
送
る
。
一
九
一
九
年
に
蒲
郡
に
帰
住
し
、
以
後
は
常
円
寺

を
拠
点
と
し
て
伝
道
活
動
に
従
事
し
た
。

　

一
九
二
三
年
、
雑
誌
『
み
ど
り
ご
』
を
創
刊
す
る
。
翌
一
九
二
四
年
に
は
東
本
願
寺
の
第
一
回
伝
道
講
究
院
院
長
を
務
め
た
。

一
九
三
七
年
に
六
十
三
歳
で
没
し
た
。

多
田
の
思
想
遍
歴

　

多
田
の
思
想
は
、
一
九
一
四
年
の
「
動
転
」
を
境
に
前
期
と
後
期
に
分
け
ら
れ
る
。
多
田
自
身
が
「
動
転
」
を
契
機
に
自
分
の

信
仰
が
一
変
し
た
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
お
り
、
ま
た
没
後
の
一
九
四
二
年
に
出
版
さ
れ
た
『
多
田
鼎
集
』（
全
三
巻
、
同
朋

舎
）
の
編
纂
に
お
い
て
も
「
動
転
」
を
境
目
と
し
た
「
前
期
」「
後
期
」
の
区
分
が
行
わ
れ
て
い
る
。
本
論
も
こ
れ
に
準
ず
る
も

の
で
あ
る
。

　

前
期
か
ら
後
期
へ
の
多
田
の
思
想
の
変
化
を
端
的
に
表
せ
ば
、「
恩
寵
」
の
破
綻
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。「
動
転
」
前

の
多
田
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
恩
寵
性
を
強
調
し
た
表
明
を
随
所
で
行
な
っ
て
い
た
。「
成
功
も
失
敗
も
皆
私
へ
の
如
来
の
諭
示
で

あ
る
、
安
楽
も
艱
難
も
、
共
に
渡
し
に
下
し
た
ま
ふ
引
立
で
あ
る（

（
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
罪
悪
深
重
の
凡
夫
た
る
我
々
を
如
来
は
そ

の
ま
ま
包
ん
で
下
さ
る
の
で
あ
っ
て
、
苦
楽
も
如
来
の
思
し
召
し
で
あ
る
と
す
る
恩
寵
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
浩
々
洞

の
精
神
主
義
が
そ
の
方
法
論
と
し
て
持
っ
て
い
た
「
内
観
」
を
、
多
田
な
り
に
受
け
止
め
て
展
開
し
た
思
想
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
上
述
の
通
り
多
田
は
生
活
上
・
信
仰
上
の
苦
悩
を
経
て
「
動
転
」
し
、
こ
の
恩
寵
主
義
を
捨
て
去
る
。
そ
し
て
、
次
章
か
ら

述
べ
て
い
く
よ
う
に
、
た
だ
如
来
の
「
仰
せ
」
を
信
受
す
る
こ
と
を
中
心
と
し
た
思
想
に
転
換
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

−5（−



二　

記
述
へ
の
意
識

雑
誌
『
み
ど
り
ご
』

　
『
み
ど
り
ご
』
は
一
九
二
三
年
九
月
に
創
刊
さ
れ
た
月
刊
誌
で
あ
る
。
多
田
は
一
九
一
九
年
の
蒲
郡
帰
住
の
際
、
西
宮
で
の
療

養
中
に
同
朋
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
寄
附
を
も
と
に
「
伝
灯
会
」
と
い
う
伝
道
を
目
的
と
す
る
会
を
設
立
し
た
。『
み
ど
り
ご
』
は
こ

の
伝
灯
会
か
ら
発
行
さ
れ
る
形
を
と
っ
た
が
、
実
質
的
に
は
多
田
の
個
人
雑
誌
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
逓
信
省
第
三
種
郵
便
物

の
認
可
を
受
け
て
全
国
に
発
送
し
て
お
り
、
一
定
の
発
行
部
数
は
保
た
れ
て
い
た
。
サ
イ
ズ
は
Ｂ
５
判
で
、
毎
号
八
頁
（
最
終
号

の
み
十
八
頁
）
で
あ
っ
た
。
毎
月
欠
か
さ
ず
発
行
さ
れ
、
多
田
が
死
去
し
た
一
九
三
七
年
十
二
月
の
み
休
刊
し
、
翌
年
一
月
の
追

悼
号
を
も
っ
て
廃
刊
と
な
っ
た
。

　

内
容
は
多
田
の
執
筆
記
事
が
大
半
で
、
時
折
読
者
か
ら
の
手
紙
が
掲
載
さ
れ
た
。
多
田
の
記
事
は
講
話
や
聖
典
解
釈
、
時
事
問

題
、
篤
信
者
の
逸
話
、
法
話
で
地
方
に
赴
い
た
際
の
エ
ッ
セ
イ
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
読
者
か
ら
の
質

問
に
答
え
る
「
扉
を
開
い
て
」
欄
は
誌
内
で
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

書
き
言
葉
へ
の
こ
だ
わ
り

　

多
田
は
非
常
に
伝
道
意
識
が
強
く
、
生
涯
を
通
じ
て
説
教
と
座
談
を
頻
繁
に
行
な
っ
て
い
た
。「
あ
な
た
の
最
も
お
好
な
事
は

何
で
す
か
と
の
尋
ね
に
言
下
に
議
論
で
す
と
答
へ
ら
れ
た
。
宗
意
安
心
は
勿
論
社
会
問
題
、
時
事
問
題
何
で
も
議
論
の
種
と
な
つ

た（
9
（

」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
膝
を
詰
め
て
話
を
交
わ
す
こ
と
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
議
論
や
座
談
の
場
で
出
て
く
る

言
葉
と
、
記
述
さ
れ
た
言
葉
を
明
確
に
分
け
よ
う
と
す
る
志
向
が
あ
っ
た
。
あ
る
と
き
、
多
田
の
も
と
で
聞
法
を
し
て
い
た
新
見
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万
五
七
が
多
田
の
法
話
の
速
記
録
を
出
版
し
た
い
旨
を
申
し
出
た
と
こ
ろ
、
多
田
は
次
の
よ
う
に
断
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
は
い
け
ま
せ
ん
、
話
と
い
う
も
の
は
そ
の
時
の
勢
に
ま
か
せ
て
意
外
な
こ
と
を
言
う
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私

の
話
の
速
記
し
た
の
を
見
て
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
た
の
か
と
驚
く
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
危
い
こ
と
で
す
。
私
は
毎

月
「
み
ど
り
ご
」
を
書
い
て
ゐ
ま
す
。
こ
れ
に
は
私
十
分
注
意
し
て
宗
義
に
も
と
づ
い
て
間
違
い
な
い
様
自
信
を
も
つ
て
編

輯
し
て
ゐ
ま
す
の
で
こ
れ
を
お
読
み
下
さ
ら
ば
そ
れ
で
結
構
で
す（

（1
（

。

　

法
話
の
発
言
そ
の
ま
ま
で
は
不
用
意
な
語
り
が
入
る
可
能
性
が
あ
る
が
、『
み
ど
り
ご
』
の
内
容
に
は
「
宗
義
に
も
と
づ
い
て

間
違
い
な
い
様
自
信
を
も
つ
て
」
い
る
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
座
談
会
で
は
次
の
よ
う
な
言
葉
も
残
し
て
い
る
。

　

私
は
い
ろ
〳
〵
な
事
を
申
し
ま
す
が
、
こ
れ
も
座
談
会
の
一
つ
の
弊
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
或
場
合
に
焦
つ
た
り
、
或
場

合
に
自
分
の
感
じ
の
ま
ゝ
を
ぶ
ち
ま
け
た
り
す
る
や
う
な
事
が
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
聞
く
方
の
方
で
も
、
い
ろ
〳
〵
な
感
じ

が
む
ら
だ
つ
て
ま
ゐ
り
ま
し
て
、
百
人
、
千
人
の
席
で
平
ら
か
な
心
で
、
ズ
ー
ツ
と
話
を
進
め
て
行
く
と
云
ふ
や
う
な
事
が

出
来
が
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
私
な
ど
、
非
常
に
感
情
的
の
所
が
多
い
か
ら
、
皆
様
に
、
折
々
失
礼
な
事
を
申
す
こ

と
が
多
い
。
こ
れ
だ
け
は
皆
さ
ん
に
勘
弁
を
し
て
頂
き
た
い
。
共
に
出
来
る
だ
け
平
ら
か
に
御
相
談
を
し
た
い
と
思
ひ
ま
す（

（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
多
田
は
講
話
や
座
談
に
よ
る
話
し
言
葉
で
は
な
く
、
書
か
れ
た
言
葉
に
よ
っ
て
教
え
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
強
い

価
値
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
多
田
は
筆
ま
め
で
生
涯
に
わ
た
っ
て
多
く
の
手
紙
を
交
わ
し
て
い
る
が
、
そ
の
文
章
も
ま

た
多
田
な
り
に
練
ら
れ
て
書
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
没
後
に
「（
筆
者
註
：
多
田
）
師
の
風
格
は
御
手
蹟
に
も
読
め
る
が
、
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そ
の
御
言
葉
、
御
文
章
に
て
も
明
ら
か
に
知
ら
る
ゝ
こ
と
で
あ
る
。
簡
決
に
し
て
周
到
、
一
言
一
句
お
ろ
そ
か
で
な
い
」
と
語
ら

れ
て
い
る（

（1
（

。

三　

体
験
に
対
す
る
姿
勢

内
観
批
判

　
『
み
ど
り
ご
』
を
中
心
に
後
期
多
田
の
思
想
を
検
討
し
て
い
く
上
で
、
第
一
に
見
受
け
ら
れ
る
特
徴
は
、
自
己
省
察
に
対
す
る

徹
底
的
な
批
判
で
あ
る
。
一
九
二
五
年
に
金
子
大
栄
が
『
浄
土
の
観
念
』
を
著
し
て
大
谷
派
宗
門
よ
り
異
安
心
を
問
わ
れ
た
際
、

多
田
は
そ
の
内
観
的
方
法
論
に
基
づ
く
浄
土
理
解
を
問
題
視
し
て
い
る
。
曰
く
、
金
子
ら
は
浄
土
の
観
念
は
「
想
像
や
推
定
」
か

ら
起
こ
っ
て
い
る
と
し
て
、「
嘗
て
は
私
自
ら
も
さ
う
で
あ
つ
た
」
と
言
う
。
し
か
し
、
親
鸞
の
浄
土
は
そ
れ
で
は
な
い
。
多
田

に
言
わ
せ
れ
ば
、
浄
土
の
観
念
は
何
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
か
と
い
え
ば
、「
只
教
え
に
よ
る
」
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
此
の
実
在
の
浄
土

│
氏
の
謂
は
ゆ
る
純
粋
客
観
の
世
界

│
は
決
し
て
自
分
や
此
世
に
対
す
る
絶
望
か
ら
顕
は

れ
る
者
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
絶
望
か
ら
光
は
輝
か
ぬ
。
絶
望
の
産
む
者
は
、
自や

棄け

か
狂
乱
か
自
殺
か
よ
り
外
は
あ
り
ま
せ

ぬ
。
此
の
浄
土
の
真
実
は
、
唯
教
に
よ
つ
て
顕
は
さ
る
。
随
つ
て
浄
土
の
観
念
は
、
内
観
で
も
反
省
で
も
な
く
、
唯
仏
祖
の

教
を
聞
く
こ
と
に
よ
つ
て
与
え
ら
る
ゝ
の
で
あ
る（

（1
（

。

　
「
金
子
氏
の
い
は
る
ゝ
や
う
に
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
観
念
界
の
浄
土
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
其
は
、
金
子
氏
の
説
く
や
う
に
、
私
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共
の
観
念
界
で
は
な
く
て
、
釈
尊
の
観
念
界
で
あ
る
」
と
し
、「
浄
土
の
教
説
は
、
内
観
に
よ
ら
ず
、
反
省
に
よ
ら
ず
、
唯
聴
聞
に

よ
つ
て
の
み
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
浄
土
の
理
解
に
自
己
省
察
が
入
り
こ
む
こ
と
を
斥
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

次
に
挙
げ
る
の
は
、「
帰
命
は
内
観
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。

　

己
を
知
る
こ
と
は
、
固
よ
り
大
切
で
あ
る
。（
中
略
）
け
れ
ど
も
反
省
は
容
易
な
事
で
は
な
く
、
又
其
に
は
果
て
し
が
な

い
。
久
遠
の
古
か
ら
自
分
の
内
に
積
み
か
さ
ね
た
罪つ
み

過と
が

は
、
次
々
に
現
は
れ
て
、
い
つ
ま
で
か
ゝ
つ
た
と
て
其
の
總
て
が
知

り
つ
く
さ
れ
る
者
で
は
な
い
。
そ
の
上
に
自
分
の
罪
過
を
、
い
か
に
良
心
の
痺
れ
て
を
る
私
共
で
あ
る
と
は
い
へ
、
心
平
か

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
か
。
假
に
命
だ
け
は
續
け
ら
れ
て
も
、
私
共
の
道
徳
神
經
は
、
必
ず
や
疲
れ
に
疲
れ
て
、

枯
葉
の
や
う
に
萎
れ
ゆ
く
で
あ
ら
う
。「
そ
れ
は
内
省
が
、
ま
だ
生
ぬ
る
い
か
ら
だ
。
も
つ
と
其
を
ば
徹
底
さ
せ
よ
。
内
省

の
徹
す
る
時
、
そ
こ
に
生
命
が
、
爾お
ま
への
内
か
ら
迸
る
ぞ
」
と
励
ま
す
者
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
私
共
は
、
そ
の
生
命
の
湧
き
い

づ
る
前
に
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
戦を
の
ゝか
ず
に
ゐ
ら
れ
ぬ
。

　

誠
に
自
分
を
の
み
見
つ
め
る
こ
と
は
私
共
に
お
い
て
は
、
救
で
は
な
く
、
死
の
呪の
ろ
ひ詛
で
あ
る（

（1
（

。

　

自
分
を
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
罪
悪
性
を
自
覚
す
る
方
法
は
、
つ
い
に
は
自
分
を
押
し
潰
し
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う

な
内
観
は
救
い
の
道
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
自
分
を
た
す
け
よ
う
と
す
る
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
を
仰
ぐ
こ
と
が
救
済
に
至
る
歩

み
で
あ
る
。

　

私
共
は
今
は
、
さ
か
し
げ
に
内
省
内
觀
に
沈
む
で
は
を
ら
れ
ぬ
。
直
に
只
今
我
に
向
は
せ
た
ま
ふ
大
法
に
跪
か
ず
に
は
ゐ

ら
れ
ぬ
。
救
の
門
は
「
眞
實
教
」
に
の
み
開
か
れ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
歸
命
は
内
觀
で
は
な
い
。
佛
祖
の
大
法
に
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順
が
ふ
こ
と
で
あ
る
。
俯
い
て
自
分
を
見
つ
め
る
こ
と
で
は
な
い
。
仰
い
で
自
分
の
眞
實
と
如
來
の
廻
向
と
を
知
ら
し
め
た

ま
ふ
大
法
を
聞
く
事
で
あ
る（

（1
（

。

　

自
己
を
見
つ
め
た
上
で
苦
楽
も
如
来
の
思
し
召
し
で
あ
る
と
構
え
て
い
た
恩
寵
主
義
が
、
受
容
の
限
度
を
超
え
る
苦
悩
に
よ
っ

て
破
れ
た
と
い
う
人
生
経
験
が
、
こ
の
内
観
の
徹
底
否
定
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

自
己
肯
定
に
対
す
る
批
判

　

こ
の
頃
、
多
田
の
同
輩
で
あ
っ
た
暁
烏
敏
は
、
罪
悪
深
重
の
凡
夫
は
阿
弥
陀
如
来
の
慈
悲
に
よ
っ
て
煩
悩
の
ま
ま
に
救
わ
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
欲
求
に
従
っ
て
世
間
に
随
順
し
て
暮
ら
し
て
い
く
べ
き
だ
と
す
る
思
想
を
展
開
し
て
い
た
。
多
田
は
こ
の

暁
烏
の
自
己
肯
定
的
な
思
想
に
は
終
始
批
判
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
第
一
に
凡
小
の
浅
墓
な
計は
か
ら
ひ度
の
た
め
に
仏
祖
の
宣
示
せ
ら

る
ゝ
ま
ゝ
に
は
信
ぜ
ら
れ
ぬ
け
れ
ど
も
、
何
と
か
し
て
如
来
を
信
じ
た
い
の
願ね
が
ひ望
と
、
第
二
に
自
分
自
身
の
上
に
幾
分
で
も
価ね
う
ち値

を
つ
け
た
い
と
い
ふ
私
共
凡
小
と
し
て
の
久
遠
の
驕
慢
と
、
第
三
に
自
分
が
真
実
と
見
た
者
が
即
て
如
来
の
真
実
で
あ
る
と
い
ふ

我
儘
な
速
断
」
に
よ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
暁
烏
だ
け
で
な
く
「
数
多
の
古
今
の
学
者
の
病
で
あ
つ
て
、
又
私
自
身

の
病
で
あ
る
」
と
い
う（

（1
（

。
我
が
身
は
弥
陀
の
本
願
に
よ
っ
て
「
煩
悩
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
救
わ
れ
る
と
い
う
多
田
の
理
解
に
対
し

て
、
暁
烏
は
「
煩
悩
の
ま
ま
に
」
救
わ
れ
る
と
い
う
発
想
が
前
面
に
出
て
い
る
こ
と
か
ら
の
批
判
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
理
解
の

過
ち
の
原
因
を
、「
凡
小
の
浅
墓
な
計
度
」
の
た
め
に
仏
祖
が
「
宣
示
せ
ら
る
ゝ
ま
ゝ
」
に
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
だ
と

論
じ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

過
去
の
自
分
へ
の
批
判

　
「
動
転
」
後
の
多
田
は
、
そ
れ
ま
で
の
自
説
の
撤
回
と
謝
罪
を
随
所
で
行
な
っ
て
い
る
。
千
葉
教
院
で
多
田
の
教
え
に
出
会
っ
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た
白
井
成
允
は
、
近
角
常
観
が
主
宰
し
て
い
た
日
曜
講
話
の
場
で
多
田
に
謝
罪
を
受
け
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。

近
角
先
生
の
御
法
話
が
一
席
有
っ
て
か
ら
暫
し
休
ま
れ
た
。
そ
の
休
み
の
時
で
あ
っ
た
、
思
い
も
よ
ら
ず
多
田
先
生
が
突
然

私
の
前
に
現
れ
た
も
う
て
、
直
ち
に
両
手
を
つ
き
御
頭
を
畳
に
つ
け
て
懇
に
礼
を
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
驚
い
た
私
に
向
っ

て
、
先
夜
浩
々
洞
で
申
上
げ
た
事
は
総
べ
て
甚
だ
し
い
過
誤
で
あ
る
か
ら
一
切
取
消
さ
せ
て
い
た
だ
く
、
大
切
な
問
題
に
つ

い
て
あ
ん
な
過
誤
を
申
上
げ
た
事
を
幾
重
に
も
お
詫
び
致
し
ま
す
云
々
と
、
極
め
て
丁
寧
に
告
げ
て
去
ら
れ
た
。
私
は
語
も

無
く
た
だ
茫
然
と
し
て
先
生
の
後
姿
を
見
送
る
ば
か
り
で
あ
っ
た（

（1
（

。

　
『
み
ど
り
ご
』
に
お
い
て
も
、「
動
転
」
前
の
自
分
が
自
身
の
理
解
や
感
覚
で
真
宗
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
批
判
し
、

後
悔
の
念
を
幾
重
に
も
顕
わ
に
し
て
い
る
。
こ
の
点
も
後
期
多
田
の
特
徴
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
姿
勢
が
周
囲
に
多
田
の
「
謙
虚
極

み
な
き
御
姿（

（1
（

」
と
い
う
印
象
を
与
え
た
。

私
が
其
頃
千
葉
教
院
の
団ま

ど
ゐ欒
に
お
い
て
語
つ
た
所
は
、
真
宗
の
本
質
で
は
な
く
て
、
主
に
真
宗
的
な
生
活
味
、
即
ち
真
宗
的
な

色い
ろ
あ
ひ彩
に
彩
ら
れ
て
を
る
生く
ら
し
の
う
へ

活
上
の
情
調
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
是
が
即
ち
浩
々
洞
の
思か
ん
が
へ想
を
映
し
だ
し
た
者
で
あ
つ
た
。
さ
れ

ば
私
が
此
間
に
公
に
し
た
『
修
道
講
話
』、『
正
信
偈
講
話
』、『
恩
寵
の
宗
教
』
及
び
『
精
神
界
』
に
お
け
る
月
々
の
発
表
に

も
、
自
分
の
論
理
や
感こ
ゝ
ろ
も
ち興が
多
く
加
わ
つ
て
ゐ
て
、
真
宗
の
本
義
を
ば
純
一
に
又
如そ
の
ま
ま実
に
説
き
示
し
た
者
で
は
な
か
つ
た（

11
（

。

　

こ
こ
で
、『
み
ど
り
ご
』
以
外
の
資
料
と
し
て
、
多
田
が
経
済
学
者
の
石
田
興
平
に
宛
て
た
書
簡
を
見
て
み
た
い（

1（
（

。
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信
仰
は
概
念
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
又
所
謂
体
験
で
も
あ
り
ま
せ
ぬ
。
祖
聖
は
大
経
の
成
就
文
に
よ
っ
て
、
本
願
の
仰
せ
を
き

く
こ
と
だ
と
お
し
ら
せ
下
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
貴
方
の
御
話
の
通
り
に
幾
度
も
感
激
に
酔
は
さ
れ
、
経
験
に
迷
わ
さ
れ
ま
し

た
。（
中
略
）
而
し
て
其
は
全
く
自
分
の
臆
想
を
摑
む
で
仏
祖
の
大
教
を
顧
み
ぬ
者
で
あ
り
ま
し
た
。（
中
略
）
大
行
を
の
け

た
大
信
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。（
中
略
）
そ
れ
で
あ
る
の
に
こ
の
大
行
を
の
け
た
勝
手
な
信
心

│
凡
夫
の
単
な
る
感
激
や
法
悦

に
す
ぎ
ぬ
者

│
を
ば
ふ
り
ま
わ
す
こ
と
は
本
当
の
御
旨
に
合
う
者
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。

　　

信
仰
は
概
念
で
も
体
験
で
も
な
く
、「
凡
夫
の
単
な
る
感
激
や
法
悦
」
に
過
ぎ
な
い
「
勝
手
な
信
心
」
を
掲
げ
る
こ
と
は
本
旨

に
適
わ
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
過
去
に
自
分
が
失
敗
し
た
道
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　

学
問
に
対
す
る
姿
勢

学
術
的
思
考
に
つ
い
て

　

後
期
の
多
田
は
、
自
己
の
内
観
や
感
想
に
よ
る
仏
教
理
解
を
強
く
否
定
し
た
。
そ
れ
で
は
、
仏
教
に
ま
つ
わ
る
学
問
や
研
究
に

つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
。

　

次
に
挙
げ
る
の
は
、
野
々
村
直
太
郎
の
『
浄
土
教
批
判
』
を
引
き
合
い
に
出
し
て
法
蔵
菩
薩
が
「
歴
史
的
」「
地
理
的
」
に
無

根
拠
で
あ
る
が
ゆ
え
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
『
み
ど
り
ご
』
読
者
の
質
問
に
対
す
る
答
え
で
あ
る
。

　

私
は
第
一
に
貴
方
が
「
歴
史
的
」
に
又
は
「
地
理
的
に
」
と
い
は
れ
る
に
つ
い
て
貴
方
の
考
方
が
野
々
村
氏
と
同
じ
く
余
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り
に
唯
物
的
で
、
随
つ
て
外
面
的
で
あ
る
の
を
遺
憾
に
思
ひ
ま
す
。（
中
略
）
只
今
の
基
督
教
会
に
し
て
も
、
又
天
理
教
会

に
し
て
も
そ
の
中
心
動
力
は
、
教
祖
が
何
年
前
の
人
で
あ
つ
た
か
、
又
何
処
の
人
で
あ
つ
た
か
と
い
ふ
事
で
は
な
く
て
、
そ

の
遺
教
に
打
ち
込
ま
れ
て
を
る
精
神
其
者
よ
り
外
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。（
中
略
）
祖
聖
が
法
蔵
菩
薩
の
本
願
の
真
実
を
主
張
し

た
ま
ふ
の
は
貴
方
の
所
謂
此
地
上
の
歴
史
的
地
理
的
根
拠
に
よ
り
た
ま
ふ
の
で
は
な
く
て
、
唯
其
の
大
悲
其
者
が
絶
対
純
一

で
あ
ら
せ
ら
れ
る
た
め
、
即
ち
其
の
救
済
意
志
其
者
が
、
諸
神
を
こ
え
又
諸
仏
を
こ
え
て
絶
対
的
に
完
全
、
明
了
、
堅
固
、

究
竟
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
貴
方
は
眼
を
ば
生
活
の
外
面
か
ら
其
の
本
質
に
す
ゝ
め
ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ

ぬ（
11
（

。

　

キ
リ
ス
ト
教
や
天
理
教
が
そ
の
歴
史
性
や
地
理
性
に
か
か
わ
ら
ず
人
々
に
伝
播
し
て
い
る
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、「
本

願
の
真
実
」
は
歴
史
的
な
い
し
地
理
的
な
根
拠
に
よ
っ
て
立
つ
も
の
で
は
な
い
と
言
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
多
田
は
信
の

内
容
に
学
問
的
根
拠
を
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
を
拒
む
発
言
を
、
後
半
生
を
通
じ
て
繰
り
返
し
て
い
る
。
次
に
引
用
す
る
文
章
の
一

つ
目
は
一
九
二
三
年
十
月
の
『
み
ど
り
ご
』
一
巻
二
号
、
二
つ
目
は
最
晩
年
で
あ
る
一
九
三
七
年
八
月
の
同
誌
十
五
巻
八
号
の
記

事
で
あ
る
。

私
共
は
永
く
ま
ち
が
へ
て
ゐ
た
。
信
ず
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
或
は
遥
か
に
御
浄
土
に
念お
も
ひを
は
こ
び
、
或
は
遠
き
仏
の
御
す
が

た
に
心
を
向
け
、
又
は
古
き
歴
史
の
上
の
仏
祖
の
行お
し
ご
と化
を
胸
に
肯う
け
がふ
こ
と
の
や
う
に
も
思
う
て
ゐ
た
。
そ
の
た
め
に
如
何
し

て
も
哲が
く
も
ん
の

学
的
思は
か
ら
ひ惟
の
葛も
つ
れ藤
や
歴
史
的の

研し
ら
べ究
の
紛み
だ
れ糾
か
ら
脱
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
然
る
に
今
我
が
祖
聖
は
、
其
『
本

典
』
の
第
一
に
「
教
巻
」
を
出
し
て
、
先
づ
真
実
教
の
『
大
経
』
を
聞
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
せ
ら
れ
た
。（
中
略
）
私

共
は
今
ま
で
の
如
く
、
法
を
外よ
そ

に
し
て
、
遠
く
仏
を
も
善
知
識
を
も
尋
て
は
な
ら
ぬ（

11
（

。
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私
共
は
久
し
く
浅
墓
な
哲
学
的
論
理
に
囚
へ
ら
れ
て
、
法
身
を
ば
単
な
る
真
理
と
考
へ
、
こ
の
冷
か
な
法
身
の
理
が
報
身
の

本
源
本
体
で
あ
る
な
ど
ゝ
思
ひ
ち
が
へ
て
参
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
之
は
仏
教
の
聖
道
的
理
観
に
偏
つ
た
誤ま
ち
が
ひ謬
で
あ
つ
て
、

私
共
は
之
を
超
え
て
を
る
浄
土
門
の
積
極
的
な
現
実
本
位
の
御お
こ
ゝ
ろ旨
を
正
し
く
聞
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ（

11
（

。

　
「
哲
学
的
思
惟
」
や
「
歴
史
的
研
究
」
に
よ
ら
ず
に
、
た
だ
本
願
の
「
御
旨
」
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
哲
学
や
歴
史
研
究
で
は
な
く
、
真
宗
教
学
に
対
し
て
多
田
は
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
か
。
先
ほ
ど
の
石
田
興
平
へ
の
書
簡

を
再
び
取
り
上
げ
た
い
。

　

宗
門
の
学
者
が
各
々
其
所
見
を
異
に
し
て
ゐ
ら
れ
る
の
は
、
尤
で
あ
り
ま
す
。
其
人
々
は
皆
銘
々
の
知
見
や
臆
想
を
加
え

て
ゐ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
唯
教
だ
け
で
は
だ
め
だ
な
ど
と
申
さ
る
ゝ
の
は
、
斯
教
が
祖
聖
の
讃
え
た
ま
う
如
く
一
乗
究
竟

の
真
教
で
あ
っ
て
、
こ
の
教
こ
そ
撰
択
本
願
の
大
行
の
乳
を
私
共
に
さ
づ
け
た
ま
う
乳
房
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
の
で
あ
り

ま
す
。（
中
略
）
私
は
貴
方
と
共
に
、
自
分
の
感
激
を
つ
か
ま
ず
、
自
分
の
分
別
を
押
立
て
ず
、
自
分
の
能
称
の
功
に
目
を

つ
け
ず
、（
中
略
）
大
行
を
信
受
し
て
、
之
を
ひ
ろ
く
他
に
わ
か
ち
た
い
と
念
じ
ま
す（

11
（

。

　

こ
こ
で
は
、
多
田
は
各
々
の
教
学
者
の
説
が
異
な
る
の
は
各
々
が
「
知
見
や
臆
想
」
を
加
え
て
い
る
か
ら
だ
と
言
い
切
っ
て
い

る
。
多
田
の
言
う
「
御
旨
」
を
聞
く
と
は
、
実
質
的
に
は
経
典
を
文
字
通
り
に
受
け
止
め
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
内
観
と
同

様
、
実
証
主
義
的
な
思
考
も
ま
た
弥
陀
の
大
行
を
信
受
す
る
妨
げ
と
な
る
と
考
え
て
い
る
節
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
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学
問
の
理
念

　

し
か
し
、
多
田
は
信
仰
に
お
い
て
学
問
は
全
く
不
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
次
の
文
は
、
念
仏
三
昧
で
一
生

を
終
え
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
広
く
学
問
を
す
る
べ
き
か
、
列
祖
の
行
跡
を
み
る
に
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
が
ど
の
よ
う
に
考
え

る
べ
き
か
と
い
う
読
者
の
問
い
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

善
く
聞
き
、
明
か
に
受
け
る
に
つ
い
て
は
、
善
く
学
ば
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
本
堂
に
お
い
て
学
ぶ
者
も
あ
り
、
学
窓
に
お
い

て
学
ぶ
者
も
あ
り
、
或
は
説
教
を
聞
き
、
或
は
教
釈
を
繙
く
、
皆
学
問
で
あ
り
、
学
道
で
あ
る
。『
歎
異
鈔
』
に
お
い
て
は
、

学
問
し
て
愈
々
本
願
の
旨
を
知
れ
と
の
御お
こ
と
ば語
が
あ
る
。
大
法
の
学
問
は
、
即
ち
念
仏
の
大
行
の
本
源
、
本
義
、
内
容
、
及
び

其
の
勝
徳
を
明
か
に
窺
ふ
事
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
念
仏
と
学
問
と
を
二
つ
に
分
け
る
事
は
で
き
ま
せ
ぬ
。
若
し
二
つ
に
分
け

ら
れ
る
な
ら
ば
、
其
の
念
仏
も
其
の
学
問
も
、
共
に
仏
祖
の
思
召
か
ら
は
離
れ
た
者
で
あ
り
ま
せ
う（

11
（

。

　

多
田
に
と
っ
て
、
学
問
と
は
念
仏
の
大
行
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
「
大
法
の
学
問
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
念
仏
と
不
可
分
の
も

の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

多
田
の
死
の
二
日
前
、
一
九
三
七
年
十
二
月
五
日
付
の
『
読
売
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
菩
提
（
研
究
と
信
仰
の
統
一
）」
と

い
う
記
事
が
あ
る
。
絶
筆
と
な
っ
た
こ
の
文
章
に
、
多
田
が
理
想
と
す
る
学
問
と
仏
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

本
記
事
に
お
い
て
、
多
田
は
ま
ず
「
仏
教
は
覚
の
道
、
即
ち
菩
提
の
宗
教
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
、「
こ
の
覚
は
覚
者
の
聖

智
で
あ
る
か
ら
正
し
い
研
究
に
よ
つ
て
こ
そ
明
か
に
せ
ら
れ
る
。
若
し
正
し
い
研
究
を
忌
み
又
は
恐
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
仏
教

で
は
な
い
。
そ
の
正
し
い
研
究
と
は
菩
提
を
離
れ
ぬ
実
学
の
謂
で
あ
つ
て
、
私
共
の
聴
聞
も
思
惟
も
実
修
も
常
に
覚
に
む
か
ひ
又

覚
か
ら
の
前
進
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
正
し
い
研
究
は
必
ず
や
正
信
を
撃
ち
発
し
、
之
を
自
他
の
上
に
明
か
に
す
る
。
仏
教
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の
先
学
、
一
人
と
し
て
正
し
い
研
究
を
咀
は
れ
た
者
は
な
い
」
と
い
う
。
こ
の
「
正
し
い
研
究
」
と
は
何
か
。「
歴
史
的
研
究
」

に
お
い
て
は
「
幾
多
の
糊
塗
や
粉
飾
を
剥
い
で
、
こ
の
菩
提
の
至
願
が
人
類
の
歴
史
を
通
じ
て
、
如
何
に
其
々
の
時
と
処
と
人
と

の
上
に
動
い
て
き
た
か
の
研
究
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
社
会
的
研
究
」
は
「
菩
提
の
本
位
か
ら
の
社
会
的
生
活
の
批
判
と

経
営
と
の
研
究
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
「
哲
学
的
研
究
」「
科
学
的
研
究
」
は
「
正
し
く
生
死
解
脱
の
道
の
内
容
と
し
て
、

自
己
及
び
人
類
の
救
の
基
本
と
し
て
究
む
る
研
究
」
た
る
「
仏
教
の
哲
学
」「
仏
教
の
科
学
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

11
（

。

　

世
に
は
無
学
の
翁
・
媼
が
往
々
篤
信
者
と
な
る
事
を
語
つ
て
は
、
研
究
を
斥
け
信
仰
を
勧
め
る
者
が
あ
る
。
さ
れ
ど
彼
等

は
彼
の
翁
・
媼
が
以
下
に
其
の
生
死
解
脱
の
た
め
に
、
世
の
所
謂
学
者
の
如
く
只
一
部
の
頭
脳
や
思
弁
を
働
か
す
の
み
で
な

く
、
そ
の
全
生
活
を
提
げ
て
の
実
際
的
研
究
に
努
め
て
き
た
か
を
知
ら
ぬ
者
で
あ
る
。
彼
等
は
愚
夫
・
愚
婦
と
晒
は
れ
な
が

ら
各
十
年
二
十
年
の
聞
法
を
重
ね
て
、
初
め
て
其
の
自
己
と
人
生
と
の
価
値
を
見
、
其
上
に
加
は
る
覚
者
の
大
悲
を
仰
ぎ
、

之
に
よ
れ
る
覚
の
昌
栄
を
究
め
て
、
そ
こ
に
一
年
の
明
達
と
法
悦
と
を
え
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

そ
し
て
、「
仏
教
の
本
流
は
研
究
と
信
仰
と
相
具
は
る
菩
提
心
の
進
展
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
仏
教
こ
そ
が
再
び
「
一
切
文

化
の
本
流
」
と
な
り
う
る
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
篤
信
者
た
る
「
無
学
の
翁
・
媼
」
を
以
て
学
問
の
不
要
性
を
唱
え
る
意
見
を

否
定
し
、
彼
等
は
「
全
生
活
を
提
げ
て
の
実
際
的
研
究
」
に
従
事
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
多
田
は
「
研
究
」
の
意
味
を

拡
大
し
て
、
実
証
的
な
歴
史
的
研
究
や
哲
学
的
思
弁
を
斥
け
、
正
信
を
も
た
ら
す
営
為
を
仏
教
の
「
研
究
」
と
位
置
づ
け
て
い
る

の
で
あ
る
。
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五　

信
の
正
当
性
の
根
拠

　

多
田
に
と
っ
て
、
聞
法
に
お
い
て
内
観
や
研
究
的
態
度
は
正
し
い
信
受
の
妨
げ
で
あ
る
。
多
田
に
と
っ
て
、
信
ず
る
と
は
た
だ

「
如
来
の
大
命
」
を
信
受
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

信
ず
る
と
は
、
自
分
の
胸
の
面
に
、
領
解
や
概お
も
わ
く念
を
つ
く
る
こ
と
で
も
な
く
歓よ
ろ
こ
び喜
や
懺
悔
を
こ
し
ら
へ
る
こ
と
で
も
な
く
、

（
中
略
）
唯
仏
祖
の
御
教
に
眼
ざ
め
て
、
そ
の
御
教
を
以
て
示
さ
せ
ら
れ
る
如
来
の
御
本
願
の
大お
ほ
せ命
を
聞
く
事
で
あ
る（

11
（

。

甲
乙
丙
、
何ど

れ
を
も
参
考
と
し
、
直
に
真
実
教
に
む
か
つ
て
、
聞
思
の
歩
を
お
す
ゝ
め
な
さ
い
。
例
へ
ば
金
子
氏
の
所
謂
内

観
反
省
が
、
帰
命
の
本
旨
で
あ
る
か
。
暁
烏
氏
の
所
謂
本
能
肯
定
が
、
そ
の
本
義
か
。
さ
て
は
仏
祖
の
大み
を
し
へ教
に
対
す
る
信
順

が
、
そ
の
本
意
で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
お
き
は
め
な
さ
い
。
仏
祖
は
大
千
世
界
に
み
て
ら
む
火
を
も
す
ぎ
ゆ
き
て
如
来
の
御

名
の
御
旨
を
聞
け
と
呼
ば
せ
ら
れ
て
あ
る
。
貴
方
が
一
向
に
真
実
教
に
向
ひ
た
ま
ふ
時
、
そ
の
光
に
よ
つ
て
、
貴あ
な
た下
は
一
切

の
異
議
異
解
の
正
体
を
見
き
は
め
た
ま
ふ
こ
と
が
で
き
ま
す（

11
（

。

　

こ
こ
で
も
暁
烏
と
金
子
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
自
己
肯
定
と
内
観
を
否
定
し
て
い
る
。
自
己
省
察
に
よ
る
罪
悪
観
と
無
常
観

は
、
信
の
た
め
の
縁
に
は
な
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
信
は
得
ら
れ
な
い
と
い
う
。

さ
ら
ば
如
何
に
し
て
、
こ
の
罪
悪
観
と
無
常
観
の
行ゆ
き
づ
ま
り詰を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
う
か
。
そ
れ
は
本
願
廻
向
の
大
信
一
つ
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の
大お
は
た
ら
き能で
あ
る
。
さ
ら
ば
其
の
大
信
は
、
い
か
に
し
て
得
ら
れ
る
か
。
わ
が
罪
悪
や
無
常
の
観
念
を
深
め
て
ゞ
は
な
く
、
一

に
如
来
の
本
願
の
御お
ん
む
ね旨
を
聞
く
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
御
旨
を
聞
く
時
、
私
共
は
本
願
の
大お
は
た
ら
き業を
仰
が
ず
に
を
ら
れ
ぬ
。
こ
れ

を
仰
ぐ
時
彼
の
真お
ま
こ
と実
が
私
共
に
入
ら
せ
ら
れ
て
、
私
共
の
信
と
な
つ
て
下
さ
る（

1（
（

。

　

そ
れ
で
は
、
自
己
の
計
ら
い
を
交
え
ず
に
「
本
願
の
御
旨
」
を
正
し
く
聞
く
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
担
保
さ
れ
る

の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
同
じ
真
宗
の
中
で
も
解
釈
の
相
違
が
多
い
な
か
、
正
し
い
法
を
聞
く
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う

質
問
に
対
し
て
、
多
田
は
『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
の
「
い
か
に
不
信
な
り
と
も
、
聴
聞
に
心
を
い
れ
申
さ
ば
、
御
慈
悲
に

て
さ
ふ
ら
ふ
間
、
信
を
う
べ
き
な
り
」
の
文
に
言
及
し
て
以
下
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
ま
ず
、
阿
弥
陀
如
来
の
「
御
本
願
の
御

旨
、
即
ち
「
な
む
、
あ
み
だ
ぶ
つ
」
の
御
名
の
御
義
を
聞
く
事
一
つ
と
し
て
御
す
ゝ
み
な
さ
い
」
と
述
べ
る
。
語
り
手
の
人
格
や

学
識
や
念
仏
す
る
姿
勢
を
問
わ
ず
、
誰
に
対
し
て
も
、
聴
く
者
の
側
が
「
御
本
願
の
御
旨
」
を
受
け
た
い
と
念
じ
つ
つ
大
切
に
聞

け
ば
よ
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
く
の
で
あ
る
。

「
か
く
て
も
其
の
説
く
者
が
、
如
何
な
る
不
純
の
計
度
を
ま
ぜ
る
か
も
分
ら
ぬ
」
と
、
貴
方
は
案
じ
た
ま
ふ
に
及
ば
ぬ
。
法

は
常
に
活
き
て
働
か
せ
て
あ
る
。
如
来
の
真お
ま
こ
と実
が
其
程
ま
で
に
求
め
ら
る
ゝ
貴
方
を
ば
、
如
何
し
て
黙
つ
て
眺
め
て
お
い
で

に
な
ら
う
か（

11
（

。

　

自
己
省
察
を
ひ
た
す
ら
に
否
定
し
、
学
術
的
分
析
を
斥
け
た
先
に
多
田
が
導
き
出
し
た
聞
思
の
方
途
は
、
教
え
を
聞
く
側
の
姿

勢
に
帰
結
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ひ
と
え
に
聞
く
者
の
姿
勢
が
本
願
の
信
受
に
対
し
て
誠
実
で
あ
れ
ば
、
必
ず
仏
法
は
正
し
く

伝
わ
る
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
よ
す
が
を
見
出
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

−（（− −（（−



お
わ
り
に

　

本
論
文
の
結
論
を
纏
め
る
と
、
以
下
の
通
り
と
な
る
。

　

清
沢
満
之
の
も
と
展
開
し
て
い
た
恩
寵
主
義
が
破
綻
し
た
後
期
の
多
田
鼎
は
、
信
仰
を
自
己
省
察
を
含
む
体
験
や
概
念
で
捉
え

る
こ
と
を
否
定
す
る
立
場
を
貫
い
た
。
一
方
で
、
学
術
的
な
分
析
を
信
仰
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
も
拒
ん
だ
。
だ
が
、
学
問
自
体
を

否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
自
己
の
計
ら
い
を
交
え
ず
に
如
来
の
本
願
を
た
だ
信
受
す
る
営
為
を
、
仏
教
に
お
い
て
あ
る
べ
き
学
問

で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、「
正
し
い
」
信
受
は
聞
く
側
の
姿
勢
に
お
い
て
担
保
さ
れ
る
と
い
う
姿
勢
に
帰

結
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
は
内
観
を
重
視
す
る
金
子
や
自
己
肯
定
に
向
か
っ
た
暁
烏
の
思
想
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
従
来
言

わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、「
動
転
」
に
よ
っ
て
多
田
は
思
想
的
に
浩
々
洞
の
同
人
と
袂
を
分
か
っ
た
と
言
え
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
一
方
で
、
従
前
の
大
谷
派
の
伝
統
教
学
に
回
帰
し
た
と
捉
え
る
に
し
て
も
、
多
田
の
教
学
の
位
置
づ
け
方
に
は
独
自
性
が
見

受
け
ら
れ
る
。
如
来
へ
の
誠
実
な
信
と
聞
法
の
姿
勢
に
信
仰
内
容
の
妥
当
性
を
保
証
さ
せ
る
と
い
う
多
田
の
信
仰
理
念
は
、
そ
の

伝
道
活
動
も
相
ま
っ
て
、
近
代
真
宗
に
お
い
て
あ
る
種
独
特
の
位
置
を
占
め
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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註
（
1
） 
伊
香
間
祐
学
『「
精
神
主
義
」
を
問
い
直
す
』
北
陸
聞
法
道
場
、
一
九
九
二
、
一
〇
二
頁

（
（
） 
安
田
理
深
講
述
『
分
か
ら
な
く
な
っ
た
ら　

は
じ
め
に
か
え
る
』
日
月
文
庫
、
二
〇
一
三
、
四
五
頁

（
（
） 

た
だ
し
、
伊
香
間
は
清
沢
の
思
想
お
よ
び
彼
に
端
を
発
す
る
大
谷
派
近
代
教
学
に
批
判
的
な
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
こ
の
表
現
は
近
代
教
学
が
多

田
の
清
沢
批
判
に
応
え
て
い
な
い
と
い
う
主
張
に
基
づ
い
て
選
び
取
ら
れ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
4
） 

加
来
雄
之
「
清
沢
満
之
に
お
け
る
宗
教
言
説
の
問
い
直
し
」『
親
鸞
教
学
』
八
五
号
、
二
〇
〇
五
、
三
四
頁

（
5
） 

多
田
の
生
涯
の
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
多
田
鼎
の
信
仰
変
容
に
関
す
る
一
考
察
」『
現
代
と
親
鸞
』
第
十
八
号
、
二
〇
〇
八
に
お
い
て
既
に

述
べ
て
あ
る
が
、
議
論
の
前
提
と
な
る
た
め
に
改
め
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。

（
（
） 

安
藤
州
一
「
多
田
鼎
君
小
伝
」
静
岡
同
朋
会
『
多
田
鼎
先
生
伝
』
一
九
五
五
、
五
頁

（
（
） 

同
上

（
（
） 

多
田
鼎
『
正
信
偈
講
話
』
九
三
頁

（
9
） 

赤
松
惠
澄
「
思
ひ
出
で
の
一
二
」『
み
ど
り
ご
』
十
五
巻
十
二
号
、
九
頁
。
同
誌
の
記
事
に
は
漢
字
に
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
読
み

や
す
さ
の
便
宜
上
、
一
部
を
除
き
省
略
し
た
。
以
下
同
じ
。

（
10
） 

山
本
博
雄
「
聞
信
録
の
上
梓
を
よ
ろ
こ
ぶ
」
新
見
万
五
七
『
聞
信
録　

多
田
鼎
先
生
坐
談
要
録
』
私
家
版
、
一
九
六
七
、
一
九
六
頁

（
11
） 「
多
田
鼎
師
を
中
心
と
す
る
信
仰
座
談
会
（
承
前
）」『
信
道
』
一
三
巻
三
号
、
一
九
三
八
年
三
月
、
五
六
頁

（
1（
） 

閑
凡
夫
「
師
の
片
影
を
偲
ぶ
」『
信
道
』
一
三
巻
二
号
、
一
九
三
八
年
二
月
、
七
七
頁

（
1（
） 「『
浄
土
の
観
念
』
を
読
む
」『
み
ど
り
ご
』
四
巻
十
二
号
、
五
頁

（
14
） 

同
四
―
六
頁

（
15
） 「
帰
命
は
内
観
に
あ
ら
ず
」『
み
ど
り
ご
』
六
巻
三
号
、
一
頁

（
1（
） 

同
一
―
二
頁

（
1（
） 「
扉
を
開
い
て
」『
み
ど
り
ご
』
五
巻
十
号
、
七
頁

（
1（
） 

白
井
成
允
『
聞
法
録
』
百
華
苑
、
一
九
六
六
、
六
七
頁

（
19
） 

同
上
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（
（0
） 「
千
葉
教
院
史
（
中
）」『
み
ど
り
ご
』
六
巻
六
号
、
七
頁

（
（1
） 

聞
信
会
『
多
田
先
生
書
簡
集
』
聞
信
庵
（
私
家
版
）、
一
九
八
四
、
五
六
頁
。
一
月
二
十
七
日
（
年
不
明
）
付
。
手
紙
は
「
高
橋
興
平
」
宛
だ
が

「
高
橋
様
現
石
田
興
平
先
生
（
経
済
学
博
士
）」
と
の
編
集
者
の
註
が
あ
り
、
石
田
興
平
（
一
九
〇
五
―
一
九
八
八
）
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
） 「
扉
を
開
い
て
（
六
五
）」『
み
ど
り
ご
』
七
巻
十
二
号
、
七
頁

（
（（
） 「『
大
経
』
の
本
義
（
二
）」『
み
ど
り
ご
』
一
巻
二
号
、
二
頁

（
（4
） 「
正
信
偈
讃
要
（
下
）」『
み
ど
り
ご
』
十
五
巻
八
号
、
四
頁

（
（5
） 『
多
田
先
生
書
簡
集
』
同
前

（
（（
） 「
扉
を
開
い
て
」『
み
ど
り
ご
』
六
巻
一
号
、
八
頁

（
（（
） 『
大
無
量
寿
経
の
本
義
』
百
華
苑
、
一
九
五
四
、
一
―
二
頁

（
（（
） 

同
三
頁

（
（9
） 「
扉
を
開
い
て
（
六
一
）」『
み
ど
り
ご
』
七
巻
八
号
、
四
頁

（
（0
） 「
扉
を
開
い
て
（
六
三
）」『
み
ど
り
ご
』
七
巻
十
号
、
八
頁

（
（1
） 「
扉
を
開
い
て
（
七
三
）」『
み
ど
り
ご
』
八
巻
十
号
、
七
頁

（
（（
） 「
扉
を
開
い
て
（
六
八
）」『
み
ど
り
ご
』
八
巻
五
号
、
三
頁

（
東
京
農
工
大
学
非
常
勤
講
師　
（
専
門
）宗
教
学
・
近
代
仏
教
史
）
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