
親
鶯

の
「
往
生
」
を
め
ぐ
る

零
。
匹
。
ヨ
o
h
ω
窪
罵
碧
．
ω
、
、
O
好
α
．
、

問
題
点

中

西

智

海

一
　
問
題
の
所
在

　
親
鷺
の
「
往
生
」
を
あ
ぐ
っ
て
、
こ
こ
数
年
、
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
行
な
わ
れ

た
。
こ
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
は
『
親
鷺
教
学
』
の
第
十
三
号
（
昭
和
四
十
三
年

十
月
）
第
十
四
号
（
昭
和
四
十
四
年
六
月
）
に
発
表
さ
れ
た
上
田
義
文
博
士
の

「
親
鷺
の
『
往
生
』
の
思
想
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
上
田
論
文
を
あ
ぐ
っ
て
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

な
り
の
論
評
や
関
係
論
文
が
発
表
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
論
議
の
中
に
は
、
提
出
さ
れ
た
問
題
の
真
意
と
か
み
あ
わ

ず
、
レ
ベ
ル
の
異
な
る
次
元
で
の
も
の
も
あ
っ
て
、
卒
直
に
い
っ
て
あ
ま
り
生
産

的
で
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
た
。

　
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
「
往
生
」
を
め
ぐ
る
問
題
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
と
思
わ

れ
る
の
は
、
真
宗
学
の
方
法
論
、
乃
至
は
学
的
態
度
の
あ
り
方
、
そ
し
て
、
い
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
ら
た
め
て
、
浄
土
教
の
た
て
ま
え
と
は
何
か
を
問
う
と
い
う
重
大
な
こ
と
が
ら

に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

親
鷺
の
「
往
生
」
を
め
ぐ
る
問
題
点

　
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
私
な
り
に
、
親
鷺
の
「
往
生
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
整

理
し
、
い
さ
さ
か
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
親
鷺
の
「
往
生
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
通
し
て
問
題
の
所
在
と
し
て
重
大
な
も
の

と
思
わ
れ
も
る
の
が
三
つ
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
た
。

　
　
e
　
文
献
学
上
の
問
題

　
　
口
　
時
間
論
的
解
明
の
問
題

　
　
日
　
解
釈
学
乃
至
論
理
的
考
察
の
問
題

　
以
下
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
卒
直
に
の
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

二
　
文
献
上
の
問
題

　
そ
の
人
の
思
想
、
教
義
を
厳
密
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
ま
ず
重
要
な
こ

と
は
、
そ
の
人
の
著
述
を
忠
実
に
読
む
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
一
つ
の
先
入
観
か
ら
文
字
を
い
き
な
り
解
釈
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ

六
三
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親
駕
の
「
往
生
」
を
め
ぐ
る
問
題
点

と
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
で
あ
り
乍
ら
、
思
想
的
語
句
、
宗
教
上
の
用
語
の
取
扱

い
な
ど
で
は
こ
の
点
（
文
献
学
的
方
法
論
と
解
釈
学
的
方
法
論
）
が
混
乱
す
る
場

合
が
あ
る
。
い
ま
、
親
達
の
「
往
生
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
う
ち
に
も
、
こ
の
両
者

の
混
乱
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
ま
ず
、
親
鷺
の
著
述
に
あ
ら

わ
れ
た
「
往
生
」
と
い
う
言
葉
の
用
法
を
忠
実
に
読
む
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。　

そ
こ
で
、
次
の
親
鷺
の
往
生
に
つ
い
て
の
言
葉
を
ど
う
読
む
か
と
い
う
点
で
あ

る
。

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

囚
　
①
浄
土
へ
往
生
す
る
ま
で
は
不
退
の
く
ら
み
に
て
お
は
し
ま
し
さ
ふ
ら
へ

　
　
　
ば
、
正
定
聚
の
く
ら
み
と
な
づ
け
て
お
は
し
ま
す
こ
と
に
て
さ
ふ
ら
ふ
な

　
　
　
り
。
　
（
『
末
灯
紗
』
真
聖
全
二
・
六
七
四
）

　
　
②
真
実
信
心
の
行
人
は
、
摂
取
不
捨
の
ゆ
へ
に
正
定
聚
の
く
ら
み
に
住
す
。

　
　
　
こ
の
ゆ
へ
に
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
、
来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
、
信
心
の
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
へ

　
　
　
だ
ま
る
と
き
往
生
ま
た
さ
だ
ま
る
な
り
。
　
（
『
未
灯
紗
』
二
・
六
五
六
）

個
①
「
即
得
往
生
」
と
い
ふ
は
、
即
は
す
な
わ
ち
と
い
ふ
、
と
き
を
へ
ず
日
お

　
　
　
も
へ
だ
て
ぬ
な
り
、
ま
た
即
は
っ
く
と
い
ふ
、
そ
の
く
ら
み
に
さ
だ
ま
り

　
　
　
つ
く
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
。
得
は
う
べ
き
こ
と
を
え
た
り
と
い
ふ
、
真
実

　
　
　
信
心
を
う
れ
ば
、
す
な
わ
ち
無
尋
活
仏
の
御
こ
こ
ろ
の
う
ち
に
摂
取
し

　
　
　
て
、
す
て
た
ま
は
ざ
る
な
り
。
摂
は
お
さ
め
た
ま
ふ
、
取
は
む
か
へ
と
る

　
　
　
と
ま
ふ
す
な
り
。
お
さ
め
と
り
た
ま
ふ
と
き
、
す
な
わ
ち
、
と
き
日
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
へ
だ
て
ず
、
正
定
聚
の
く
ら
み
に
つ
き
さ
だ
ま
る
を
、
往
生
を
う
と
は
の

　
　
　
た
ま
へ
る
な
り
。
　
（
『
一
念
多
念
文
意
』
二
・
六
〇
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ

　
　
②
「
即
得
往
生
」
は
信
心
を
う
れ
ば
す
な
わ
ち
往
生
す
と
い
ふ
、
す
な
は
ち

六
四

　
　
　
往
生
す
と
い
ふ
は
不
退
転
に
住
す
る
を
い
ふ
、
不
退
転
に
住
す
る
と
い
ふ

　
　
　
は
す
な
は
ち
正
定
聚
の
く
ら
み
に
さ
だ
ま
る
な
り
、
壁
面
正
覚
と
も
い
へ

　
　
　
り
、
こ
れ
を
即
得
往
生
と
い
ふ
な
り
。
即
は
す
な
は
ち
と
い
ふ
、
す
な
は

　
　
　
ち
と
い
ふ
は
、
と
き
を
へ
ず
ひ
を
へ
だ
て
ぬ
を
い
ふ
な
り
。
　
（
『
唯
信
紗

　
　
　
文
意
』
二
・
山
ハ
五
五
）

　
こ
の
場
合
、
親
鷺
に
お
い
て
「
往
生
」
の
用
法
が
囚
の
場
合
と
個
の
場
合
が
あ

き
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
立
場
と
、
い
や
、
そ
う
で
は
な
く
、
囚
の
場
合

も
個
の
場
合
も
「
往
生
」
に
関
し
て
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
立
場
が
あ
る
わ
け
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
親
譲
の
往
生
に
二
義
が
あ
る
の
か
、
あ
く
ま
で
も
一
義
な
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
リ
　
　
へ
　
　
う
　
　
う
　
　
リ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
う

　
そ
こ
で
、
囚
の
場
合
は
「
浄
土
へ
往
生
す
る
」
　
「
信
心
の
さ
だ
ま
る
と
き
往
生

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ま
た
さ
だ
ま
る
な
り
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
往
生
の
伝
統
的
系
譜
の

用
法
で
あ
る
か
ら
（
厳
密
に
い
え
ば
、
往
生
が
即
成
仏
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
内
容

に
つ
い
て
は
イ
ン
ド
・
中
国
の
そ
れ
と
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
い
ま
た
だ

ち
に
問
題
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
個
の
場
合
で
あ
る
。
　
「
正
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

聚
の
く
ら
み
に
つ
き
さ
だ
ま
る
を
、
往
生
を
う
と
は
の
た
ま
へ
る
な
り
」
　
「
信
心

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

を
う
れ
ば
す
な
わ
ち
往
生
す
と
い
ふ
」
と
い
わ
れ
る
と
き
の
「
往
生
を
う
」
　
「
往

　
へ

生
す
」
を
ど
う
読
む
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
解
釈
（
往
生
は
一
義
で
あ
る
と
い
う
立
場
）
に
よ
れ
ば
、
個

の
場
合
は
い
ず
れ
も
本
願
成
就
文
の
「
悟
得
往
生
住
不
退
転
」
の
解
釈
・
説
明
を

し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
一
連
の
文
章
は
、
　
「
即
智
往
生
」
と
い

う
経
文
を
解
釈
し
て
即
立
往
生
と
い
う
の
は
現
生
、
信
一
念
に
正
定
聚
に
定
ま
る

こ
と
を
い
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
即
得
往
生
に
よ
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
て
正
定
聚
を
解
釈
し
た
の
で
は
な
く
、
正
定
聚
に
よ
っ
て
立
腰
往
生
の
解
釈
を

し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
正
定
聚
と
は
、
正
し
く
往
生
浄
土
に
決
定
す
る
聚
類
で

あ
る
か
ら
、
即
得
往
生
は
往
生
に
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
「
往
生
を
う
」
と
か
「
往
生
す
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ

の
は
「
往
生
す
る
こ
と
に
さ
だ
ま
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。　

し
か
し
、
こ
の
親
藩
の
文
章
を
素
読
す
る
限
り
に
お
い
て
は
「
往
生
を
う
」
と

か
「
往
生
す
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
「
往
生
す
る
こ
と
に
さ
だ
ま
る
」
と
い
う
意
味
を

こ
め
て
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
文
献
学
的
に
い
っ
て
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
と
い
う
の
は
、
親
鷺
は
往
生
に
つ
い
て
の
場
合
に
「
往
生
を
う
」
と
か
「
往

生
す
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
先
き
の
囚
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
「
信
心
さ

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

だ
ま
る
と
き
往
生
さ
だ
ま
る
な
り
」
と
い
う
用
法
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
　
「
往
生
さ
だ
ま
る
」
と
い
う
用
法
を
知
り
つ
く
し
て
い
て
、
こ
の
と
こ
ろ

で
、
そ
れ
を
使
わ
ず
「
往
生
を
う
」
と
か
「
往
生
す
」
と
い
っ
て
い
る
の
だ
か

ら
、
こ
こ
は
文
面
通
り
「
往
生
を
う
る
」
こ
と
で
あ
り
「
往
生
す
る
」
こ
と
で
あ

る
と
読
む
の
が
無
理
の
な
い
読
み
方
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
文
献
学
的
方
法
論
が
不
徹
底
の
ま
ま
で
解
釈
学
が
先
行
し
た
り
、
両
者
が
入
り

誓
っ
た
り
す
る
と
、
か
え
っ
て
議
論
そ
の
も
の
が
混
乱
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
る
。
　
「
往
生
を
う
」
と
か
「
往
生
す
」
と
い
う
文
章
を
「
往
生
す
る
に
さ
だ
ま

へる
」
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
往
生
と
は
現
世
に
お
い
て
は
云
わ
な
い
の
で

あ
る
と
い
う
立
場
か
、
往
生
に
二
つ
の
使
用
を
許
す
な
ら
ば
、
聖
道
門
と
の
区
別

や
、
一
益
法
門
と
い
わ
れ
る
思
考
と
の
区
別
が
は
っ
き
り
し
な
く
な
る
心
配
や
、

ま
し
て
二
つ
の
往
生
の
論
理
的
構
造
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
い
ま
ま
で
の
学

親
駕
の
「
往
生
」
を
め
ぐ
る
問
題
点

の
方
法
論
そ
の
も
の
に
反
省
の
メ
ス
を
入
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
背
景
が
考
え

ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
学
問
と
し
て
ま
こ
と
に
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
先
入
観
を

と
り
の
ぞ
い
て
原
文
を
そ
の
ま
ま
素
直
に
読
む
と
い
う
純
文
献
学
的
方
法
論
が
先

行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
立
場
に
立
つ
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
こ
こ
の
場
合
は
「
往
生
を
う
」
と
か
「
往
生
す
」
と
い
う
言
葉
は
そ
の
ま
ま

う
け
と
あ
て
「
さ
だ
ま
る
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
解
釈
め
い
た
説
明
は
無
用
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
更
に
、
さ
き
に
あ
げ
た
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
説
明
に
あ
っ
た
圖
の
場
合
は
い
ず
れ

も
本
願
成
就
文
の
経
文
の
解
釈
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
往
生
を
う
と
い
う
こ
と
を
積

極
的
に
い
お
う
と
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
説
明
は
次
の
こ
と
と
相
反
す

る
。
す
な
わ
ち
、
　
『
一
念
多
念
証
文
』
の
場
合
は
隆
寛
の
『
一
念
多
念
分
別
事
』

の
中
に
『
大
経
』
の
本
願
成
就
文
が
引
か
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
解
釈
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
必
要
か
ら
正
定
聚
に
つ
く
こ
と
を
往
生
を
う
と
の
べ
て
い
る
と
も

説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
『
唯
信
妙
文
意
』
の
場
合
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
　
『
唯
信
紗
文
意
』
の
場
合
は
、
聖
旨
の
『
唯
信
妙
』
に
『
大
経
』
の
文
が
引

か
れ
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
親
鷺
は
あ
え
て
こ
の
文
を
引
用
し
て
「
往
生
を

う
」
と
い
う
説
明
を
し
て
い
る
。
従
っ
て
経
文
の
解
釈
の
上
か
ら
や
む
を
え
ず
正

定
聚
に
よ
っ
て
経
文
の
即
得
往
生
を
解
釈
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な

い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
親
鷺
は
、
正
定
聚
の
位
に
さ
だ
ま
る
こ
と
が
往
生
を
う
と
説
か
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
言
葉
に
は
決
し
て
消
極
的
に
み
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
む
し
ろ
積

極
的
に
自
ら
の
も
の
と
し
て
、
使
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
『
観
念
法

六
五
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親
蛮
の
「
往
生
」
を
め
ぐ
る
問
題
点

門
』
の
命
欲
終
時
、
願
力
夕
暮
往
生
（
『
尊
号
真
像
銘
文
』
二
・
五
六
八
）
　
『
法

事
讃
』
の
致
使
凡
夫
念
即
生
（
『
一
念
多
念
文
意
』
二
・
六
一
七
）
『
往
生
礼
讃
』

の
前
念
命
終
・
後
念
養
生
（
『
二
巻
紗
』
二
・
四
六
〇
）
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
い

ず
れ
も
親
鷺
の
己
証
と
し
て
の
解
釈
が
み
ら
れ
、
き
わ
め
て
積
極
的
に
往
生
の
本

質
を
の
べ
て
い
る
。

　
ま
た
、
即
得
往
生
に
つ
い
て
の
い
わ
ゆ
る
伝
統
教
学
の
内
で
も
、
即
得
の
二
字

は
現
生
で
あ
っ
て
往
生
の
二
字
は
当
来
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
説
、
即
得
往
生
の

四
文
字
を
現
生
に
と
る
説
の
あ
る
こ
と
は
『
真
宗
百
論
題
』
　
「
即
得
往
生
」
の
論

題
下
で
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
峻
諦
は
「
即
得
往
生
と
は
、
横
超
金
剛

の
大
踊
な
り
、
願
に
は
若
不
生
者
と
誓
ひ
て
、
遂
に
即
得
往
生
と
成
就
す
、
信
心

歓
喜
の
一
念
の
時
に
横
に
五
悪
趣
を
裁
ち
て
弥
陀
海
に
妻
入
す
、
故
に
即
得
往
生

と
云
ふ
な
り
（
中
略
）
往
生
に
つ
い
て
体
あ
り
相
あ
り
、
体
に
約
す
れ
ば
、
一
念

発
起
の
時
に
無
始
以
来
の
妄
業
を
断
じ
て
正
定
不
退
の
位
に
入
り
心
光
摂
護
の
益

に
預
っ
て
三
業
不
離
の
身
と
な
る
、
故
に
機
界
に
住
す
と
錐
も
自
ら
大
会
衆
の
数

に
入
る
、
是
を
名
け
て
往
生
と
為
す
、
相
に
約
す
る
れ
ば
、
捨
命
の
後
に
彼
仏
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
生
ず
、
是
を
名
け
て
往
生
と
為
す
」
と
い
い
、
円
月
は
「
往
生
の
語
自
ら
現
生

に
通
ず
、
現
生
摂
取
住
正
定
聚
を
名
け
て
往
生
と
す
」
と
い
い
「
三
重
生
死
の
因

亡
じ
果
滅
す
る
を
往
と
云
ふ
、
摂
取
の
心
光
に
入
っ
て
仏
智
に
奨
当
す
る
を
生
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

す
、
こ
れ
は
現
生
に
約
す
る
の
義
な
り
」
と
の
べ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
即
得
往
生
の
「
往
生
」
に
つ
い
て
は
伝
統
教
学
の
上
に
も
い
ろ

い
ろ
な
立
場
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
親
愛
に
お
け

る
「
往
生
」
を
め
ぐ
る
問
題
は
古
く
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
の
で

あ
る
。

六
六

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
学
問
上
、
ま
ず
先
行
す
べ
き
も
の
は
、
そ
の
人
の
著
述
の

文
を
素
直
に
読
む
と
い
う
文
献
学
的
方
法
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら

ゆ
る
先
入
観
を
取
り
除
い
て
そ
の
ま
ま
素
読
す
る
と
い
う
学
問
的
態
度
を
ま
ず
確

立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
時
間
論
的
解
明
の
問
題

　
親
鷺
の
「
往
生
」
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
も
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
一
義
で

あ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
解
釈
は
、
往
生
と
は
法
然
が
『
往
生
要
言
大
綱
』
に

の
べ
る
「
捨
此
往
彼
蓮
華
化
生
」
　
（
真
書
四
・
三
九
三
）
と
い
っ
て
い
る
解
釈
を

動
か
す
こ
と
の
で
き
あ
い
定
義
で
あ
る
と
い
う
予
定
観
念
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
往
生
と
は
、
現
世
の
此
界
を
去
っ
て
来
世
の
彼
土
に
往
き
生
れ
る
こ
と

で
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
此
土
入
証
は
聖
道
門
で
あ
っ
て
、
浄
土
門
は
こ
の
．

世
を
去
っ
て
来
世
に
、
浄
土
に
往
っ
て
証
を
開
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
仏
教
思
想
の
展
開
の
流
れ
の
中
で
は
「
彼
岸
」
と
「
来
世
」
は
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
り
あ
っ
て
い
る
場
合
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
原
点
に
お
い
て
は
そ
の

文
字
が
ち
が
う
よ
う
に
「
彼
岸
」
と
「
来
世
」
は
そ
の
概
念
が
ち
が
う
の
で
あ

る
。
　
「
来
世
」
と
は
「
現
世
」
や
「
過
去
世
」
と
あ
い
対
す
る
概
念
で
あ
っ
て
時

間
の
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
彼
岸
」
は
時
の
流
れ
を
超
え
た
e
o
矯
8
畠
）

世
界
で
あ
る
。
　
「
彼
岸
」
は
「
現
世
」
を
も
「
来
世
」
を
も
従
っ
て
「
過
去
世
」

を
も
超
え
た
世
界
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
時
間
の
系
列
の
ど
こ
を
も
超
え
て
い
る
世

界
で
あ
る
。
従
っ
て
「
彼
岸
」
は
「
来
世
」
を
も
超
え
た
世
界
な
の
で
あ
る
。
そ

161



れ
は
ま
さ
に
「
常
住
の
国
」
と
い
わ
れ
る
世
界
で
あ
る
「
常
住
の
国
」
で
あ
れ
ば

こ
そ
「
現
世
」
も
「
来
世
」
も
「
過
去
世
」
を
も
照
ら
し
、
救
う
も
の
で
あ
る

「
来
世
」
の
み
を
照
ら
す
も
の
を
「
常
住
」
と
は
い
え
な
い
。
同
じ
よ
う
に
「
現

世
」
の
み
を
照
ら
す
も
の
も
「
常
住
」
と
は
い
え
な
い
。
ま
し
て
「
過
去
世
」
の

み
に
か
か
わ
る
も
の
も
「
常
住
」
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
三
世
を
貫

通
す
る
こ
と
の
で
き
る
世
界
こ
そ
「
常
住
の
国
」
と
い
わ
れ
る
に
あ
た
い
す
る
世

界
で
あ
る
。
親
鷺
は
『
教
行
信
証
』
の
「
真
仏
土
巻
」
の
冒
頭
に
「
仏
は
則
ち
削

れ
不
可
思
議
光
如
来
な
り
、
土
は
亦
与
れ
無
量
光
明
土
な
り
」
と
い
っ
て
、
仏
の

身
も
土
も
「
光
明
」
を
も
っ
て
顕
し
た
の
は
、
そ
れ
こ
そ
三
世
を
貫
通
し
て
苦
悩

の
有
情
を
照
し
出
す
無
量
の
は
た
ら
き
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
国

土
の
名
字
、
仏
事
を
為
す
」
の
で
あ
り
、
　
「
十
方
摂
化
之
大
本
」
と
い
わ
れ
る
に

あ
た
い
す
る
世
界
で
あ
る
。

　
そ
の
世
界
を
、
い
つ
の
ま
に
か
、
時
間
の
系
列
の
中
で
、
現
世
と
来
世
に
区
分

し
、
現
世
1
1
稜
土
（
膏
土
）
来
世
H
浄
土
（
彼
氏
）
と
い
う
方
程
式
を
作
り
上
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
し
ま
っ
て
、
そ
の
わ
く
か
ら
一
歩
も
出
な
い
の
が
浄
土
教
の
た
て
ま
え
で
あ
る

か
の
よ
う
に
伝
承
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
大
き
な
つ
ま
づ
き
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
現
世
1
1
此
土
（
稼
土
）
来
世
H
彼
土
（
浄
土
）
と
い
う
式
を
作

り
上
げ
る
思
考
が
、
そ
の
ま
ま
俗
化
さ
れ
て
く
る
と
「
往
生
」
と
は
こ
の
世
の
終

り
、
つ
ま
り
来
世
の
は
じ
ま
り
に
深
く
か
か
わ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
世
の
終
り

で
あ
る
「
死
」
と
連
結
さ
れ
、
「
往
生
」
は
「
死
」
の
代
名
詞
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
「
往
生
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
い
つ
の
間
に
か
「
死
」
の
代

名
詞
と
な
り
「
立
往
生
」
と
か
「
往
生
ぎ
わ
が
悪
い
」
な
ど
と
い
う
俗
語
に
傾
斜

し
て
ゆ
く
原
因
の
最
も
基
本
的
な
も
の
は
、
こ
の
安
土
と
堆
土
、
浄
土
と
臓
土

親
鷺
の
「
往
生
」
を
め
ぐ
る
問
題
点

を
、
時
間
の
概
念
で
あ
る
来
世
と
現
世
に
配
当
し
て
し
ま
っ
た
思
考
形
態
に
あ
る

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
更
に
、
こ
の
時
間
配
当
の
思
考
形
式
の
必
然
的
な
結
果
と
し
て
導
き
出
さ
れ
て

く
る
も
の
が
、
還
相
廻
向
の
理
解
の
仕
方
で
あ
る
。

　
往
相
廻
向
、
還
相
廻
向
と
い
う
如
来
の
廻
向
と
い
う
世
界
を
、
こ
れ
ま
た
、
時

間
の
系
列
に
配
当
し
て
し
ま
っ
て
、
還
相
1
1
来
世
と
い
う
式
を
作
り
上
げ
て
し
ま

っ
た
。
そ
し
て
、
い
わ
ば
、
そ
の
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
ば
が
「
彼
土
に
生
じ

お
わ
っ
て
」
と
い
う
『
論
詮
』
の
引
文
に
あ
る
こ
と
な
ど
を
み
る
と
き
、
そ
の

「
彼
土
」
の
理
解
が
（
も
と
よ
り
『
論
罪
』
当
面
の
文
意
は
、
来
世
に
と
い
う
理

解
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
）
親
鷹
の
立
場
で
は
い
ま
一
度
検
討
し
な
お
し
て
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
還
相
」
を
「
来
世
」
と
イ
コ
ー
ル
に
す
る
思
考
が
固
定
化

さ
れ
る
と
き
、
還
相
廻
向
と
は
、
　
「
来
世
」
か
ら
「
現
世
」
に
も
ど
る
こ
と
を
い
　
6
0

う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
時
間
の
流
れ
を
逆
流
さ
せ
る
以
外
に
答
え
が
で
て
こ

な
い
と
い
う
致
命
的
な
問
題
が
お
こ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
は

「
還
相
廻
向
」
な
ど
と
い
う
が
、
何
が
還
相
し
て
く
る
の
で
あ
る
か
、
い
や
還
相

し
て
き
た
人
の
顔
が
み
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
全
く
思
考
形
態
そ

の
も
の
が
問
題
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
少
く
と
も
親
鷺
に
お
い
て
「
彼
土
」
の
世
界
は
時
間
の
系
列
の
ど
こ
に
も
な
い

世
界
で
あ
っ
た
。
ど
こ
ま
で
も
時
間
の
系
列
を
超
え
た
世
界
で
あ
っ
た
。
超
え
て

い
れ
ば
乙
そ
「
現
在
の
時
の
中
」
に
深
く
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。

　
　
如
来
の
二
種
の
廻
向
に
よ
り
て
真
実
の
信
楽
を
う
る
（
『
三
経
往
生
文
類
』
）

と
い
わ
れ
る
世
界
で
あ
る
。
く
れ
ぐ
れ
も
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
が

「
還
相
」
が
「
来
世
」
と
い
う
概
念
と
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
私
の
い
い
方
は
、

六
七



親
鷺
の
「
往
生
」
を
め
ぐ
る
問
題
点

い
わ
ゆ
る
「
此
土
還
相
」
と
い
う
思
考
形
態
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
問

題
は
、
　
「
往
生
」
も
「
還
相
」
も
そ
れ
は
、
　
「
現
世
」
と
「
来
世
」
と
い
う
時
間

の
系
列
に
配
当
す
る
と
い
う
思
考
形
態
に
問
題
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
　
「
来
世
」
で
な
け
れ
ば
「
現
世
」
か
と
い
う
思
考
形
態
が
問
題
だ
と
い
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
浄
土
・
往
生
・
廻
向
（
往
相
・
還
相
）
と
い
う
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

界
は
「
来
世
」
に
の
み
あ
っ
て
「
現
世
」
に
は
か
か
わ
り
の
な
い
も
の
で
は
な
い

同
じ
よ
う
に
「
現
世
」
に
あ
っ
て
「
来
世
」
に
か
か
わ
り
が
な
い
と
い
う
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
現
世
」
　
「
来
世
」
と
い
う
時
間
の
系
列

に
配
当
で
き
な
い
あ
り
方
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
「
現
世
」
も
従
っ
て
「
来
世
」

を
も
超
え
て
い
る
世
界
で
あ
る
。
超
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
「
現
世
」
に
も
「
来

世
」
に
も
か
か
わ
る
と
い
う
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
「
如
来
」

四
如
よ
り
来
生
す
る
と
い
わ
れ
る
あ
り
方
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
南
無
阿
弥
陀
仏
の
廻
向
の
　
恩
徳
広
大
不
思
議
に
て

　
　
往
相
廻
向
の
利
益
に
は

　
　
還
相
廻
向
に
　
廻
思
せ
り

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
如
来
二
種
の
廻
向
に
よ
り
て
真
実
の

信
楽
を
う
る
」
と
い
わ
れ
る
「
信
楽
」
の
と
こ
ろ
を
離
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
来
世
に
の
み
か
か
わ
る
な
ど
と
い
う
思
考
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
世
界

で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
、
時
間
を
超
え
た
世
界
、
常
住
の
世
界
、
無
量
光
明
土
の
世
界
と
「
こ
の

世
」
　
「
今
」
と
の
対
比
は
ど
こ
ま
で
も
現
世
と
来
世
と
の
時
間
配
当
の
思
考
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
な
ら
ば
廻
向
、
特
に
還
相
廻
向
の
問
題
も
明

ら
か
に
な
り
、
従
っ
て
「
常
住
の
国
」
へ
の
「
往
生
」
．
と
い
う
こ
と
も
は
っ
き
り

六
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す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
「
往
生
」
と
は
ど
こ
ま
で
も
「
浄
土
」
へ
の
往
生
で
あ
る
。
　
「
浄
土
」
と
は
単

な
る
「
来
世
」
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
世
の
「
隣
国
」
で
も
な
け
れ
ば
、
単
な

る
「
他
界
」
の
観
念
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
単
な
る
「
他
界
」
の
世
界
に
往
き
生

れ
る
の
な
ら
そ
れ
こ
そ
肉
体
の
死
が
境
目
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
浄
土
・
彼

岸
は
単
な
る
他
界
で
は
な
い
。
従
っ
て
他
界
へ
の
「
生
」
な
ら
ば
、
い
わ
ば
生
物

早
生
の
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
自
然
的
生
の
次
元
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
浄
土
へ
の
往
生

の
生
は
、
そ
れ
こ
そ
「
無
生
の
生
」
と
い
わ
れ
る
「
生
」
で
あ
り
、
　
「
横
超
断
」

と
い
わ
れ
る
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
生
命
の
革
新
」
で
あ
り
、
　
「
生
」
の
本
質

的
転
回
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
自
然
的
生
は
犬
死
も
入
る
で
あ
ろ
う
が
、
犬
死

の
こ
と
を
「
往
生
」
と
い
う
の
は
完
全
な
誤
り
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
往
生
」

は
ど
こ
ま
で
も
滅
び
の
生
に
終
止
符
を
う
ち
、
め
ざ
め
の
生
に
よ
み
が
え
る
こ
と
　
囎

で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
往
生
は
「
生
命
の
高
次
的
転
回
」
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
往
生
を
め
ぐ
る
問
題
の
意
味
す
る
も
の
の
中
で
、
こ
の
時
間
論

的
思
考
の
導
入
と
い
う
点
が
き
わ
め
て
大
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ま
は
「
往

生
」
の
問
題
を
焦
点
と
し
な
が
ら
時
間
の
問
題
を
考
慮
し
た
の
で
あ
る
が
、
真
宗

教
学
全
般
に
い
ま
一
度
、
時
間
論
的
思
考
が
導
入
さ
れ
る
な
ら
ば
、
い
よ
い
よ
そ

の
教
学
の
深
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

四
　
解
釈
学
乃
至
論
理
的
考
察
の
問
題



　
「
往
生
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
さ
き
に
文
献
学
の
立
場
と
、
時
間
論
的
解
明
の
立

場
か
ら
、
い
さ
さ
か
接
近
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
上
に
立
っ
て
、
い
や
、

そ
の
上
に
立
で
ば
こ
そ
起
っ
て
く
る
解
釈
学
乃
至
論
理
的
考
察
の
問
題
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

　
「
往
生
」
を
一
義
に
と
る
（
ど
こ
ま
で
も
死
後
滅
度
に
至
る
こ
と
）
立
場
は

「
往
生
」
そ
の
も
の
の
こ
と
ば
の
解
釈
は
、
「
往
き
て
生
れ
る
」
と
い
う
意
味
で
こ

と
足
り
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
往
生
と
い
う
こ
と
が
ら
は
「
こ
の

世
」
の
終
り
に
は
じ
め
て
現
実
に
な
る
と
い
う
で
き
ご
と
で
あ
る
か
ら
、
往
生
と

は
ど
こ
ま
で
も
「
こ
の
世
」
の
う
ち
で
意
味
づ
け
し
な
く
て
も
通
過
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
そ
の
い
う
意
味
で
は
「
往
生
」
そ
の
も
の
の
本
質
的
意
味
を
あ
ら
た
め
て

追
求
し
な
く
て
も
い
わ
ば
単
純
明
解
で
あ
る
。
　
「
往
き
て
生
れ
る
」
こ
と
な
の
で

あ
る
、
つ
ま
り
「
捨
已
往
彼
蓮
華
化
生
」
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
「
往
生
」
を
二
義
に
と
る
立
場
を
と
る
場
合
は
あ
ら
た
め
て
問

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
ら
が
あ
ら
わ
に
な
る
。

　
そ
れ
は
こ
う
で
あ
る
。
ど
う
し
て
親
鷺
は
「
往
生
」
と
い
う
こ
と
ば
を
、
そ
れ

こ
そ
、
イ
ン
ド
、
中
国
そ
し
て
日
本
と
伝
統
的
に
使
っ
て
き
た
も
の
に
満
足
せ

ず
、
ど
う
し
て
信
心
の
世
界
、
弥
陀
の
願
海
に
帰
心
す
る
と
き
に
使
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
信
心
の
と
き
、
弥
陀
の

願
海
に
帰
入
す
る
こ
と
を
、
な
ぜ
「
往
生
」
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
示
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
更
に
、
往
生
に
二
義
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
い
わ
ば
「
二
つ
の
往
生
」

と
い
う
こ
と
の
同
意
点
と
相
違
点
は
何
か
、
い
や
本
質
的
に
「
往
生
」
に
二
つ
の

用
法
を
用
い
て
ま
で
説
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ

親
鷺
の
「
往
生
」
を
め
ぐ
る
問
題
点

る
。
そ
の
本
質
的
意
味
と
、
往
生
の
二
義
の
論
理
的
解
明
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
い
い
か
え
れ
ば
「
往
生
」
を
一
義
に
解
釈
し
て
い
る
と
き
に
は
接
近
で
き
な
か

っ
た
「
往
生
」
の
本
質
的
意
味
を
つ
き
つ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
に
な
る
。

そ
の
点
を
以
下
、
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
　
「
往
生
」
と
い
う
こ
と
ば
が
は
つ
ぎ
り
と
二
義
を
も
っ
て
い
る
と
う
け

と
め
た
と
き
、
次
の
よ
う
な
問
い
が
提
出
さ
れ
る
。
　
「
往
生
」
が
一
義
な
ら
ば
、

「
こ
の
世
」
に
死
ん
で
「
あ
の
世
」
に
往
き
生
れ
る
と
い
う
時
間
の
系
列
に
お
け

る
区
別
と
い
う
こ
と
で
は
づ
き
り
す
る
。
つ
ま
り
往
生
の
本
質
的
契
機
は
「
死
」

に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
っ
き
り
す
る
。
と
こ
ろ
が
「
往
生
」
は
、
そ
れ
と
と
も

に
弥
陀
の
願
海
に
帰
入
し
た
と
き
、
信
心
の
成
立
し
た
と
き
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
往
生
の
本
質
的
契
機
は
時
間
的
「
死
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ

ま
り
「
往
生
」
に
と
っ
て
「
死
後
」
と
い
う
こ
と
が
絶
対
的
条
件
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
肉
体
の
死
を
待
た
ず
し
て
「
往
生
」
と
い
う
こ
と
が
成
立
す
る

と
す
る
な
ら
ば
、
い
っ
た
い
「
往
生
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
の
こ
と
が

問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
問
い
に
深
く
か
か
わ
る
親
鷺
の
こ
と
ば
は
『
教
行
信
証
』
（
信
巻
）
の
次
の

文
で
あ
ろ
う
。

　
　
断
と
い
う
は
、
往
相
の
一
心
を
発
起
す
る

が
故
に
、
生
と
し
て
ま
さ
に
巻
く
べ
き
生

な
く
、
趣
と
し
て
ま
た
ま
さ
に
到
る
べ
き

趣
な
し
。
己
に
六
趣
四
生
の
因
亡
じ
果
滅

す
。
故
に
即
頓
に
三
有
の
生
死
を
断
絶
す

（
二
・
七
四
）

六
九
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親
鷺
の
「
往
生
」
を
め
ぐ
る
問
題
点

　
こ
の
文
は
、
　
「
即
得
往
生
」
を
「
横
超
断
二
流
」
と
い
い
か
え
て
い
る
文
を
う

け
た
こ
と
ば
で
あ
る
か
ら
、
　
「
往
生
」
と
は
「
横
黒
垂
」
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ

の
「
断
」
の
解
釈
の
文
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
明
ら
か
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
親
鶯
に
と
っ
て
「
往
生
」
と
は
「
己
に

六
趣
四
生
の
因
亡
じ
果
滅
す
」
る
こ
と
で
あ
り
「
即
頓
に
三
有
の
生
死
を
断
絶

す
」
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
正
定
聚
不
退
の
位
に
入
る
こ
と
で

あ
り
「
真
の
仏
弟
子
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
親
鷺
に
と
っ
て
「
死
後
」
の

世
界
で
は
な
か
っ
た
、
ま
ぎ
れ
も
し
な
い
「
現
生
」
の
「
今
」
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
往
生
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
本
質
的
意
味
は
「
往

生
」
と
は
「
迷
い
の
因
果
を
断
ち
」
　
「
生
死
を
断
絶
」
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
「
現
世
」
と
か
「
来
世
」
と
い
う
時
間
の
系
列
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
「
死

後
」
と
い
う
こ
と
が
絶
対
の
条
件
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
往
生
と
は
、
迷
界
の
因
果
を
滅
し
、
三
有
の
生
死
を
断
絶
す
る
と
い

う
意
味
の
み
な
ら
ば
、
そ
し
て
そ
れ
が
親
鷺
に
と
っ
て
「
現
世
」
で
の
出
来
ご
と

だ
と
い
う
の
な
ら
ば
、
　
「
往
生
」
と
は
そ
れ
こ
そ
「
現
世
」
で
の
で
き
ご
と
と
し

て
の
一
義
で
あ
る
の
か
と
い
う
と
そ
こ
に
重
大
な
こ
と
が
ら
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
臨
終
の
善
悪
を
ば
ま
ふ
さ
ず
、
信
心
決
定
の

　
　
ひ
と
は
、
う
た
が
い
な
け
れ
ば
正
定
聚
に
住

　
　
す
る
こ
と
に
て
候
な
り
。
さ
れ
ば
こ
そ
愚
痴

　
　
無
智
の
人
も
、
を
は
り
も
め
で
た
く
候
へ
、

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
如
来
の
御
は
か
ら
い
に
て
往
生
す
る
よ
し
、

　
　
ひ
と
び
と
に
ま
ふ
さ
れ
妬
け
る
、
す
こ
し
も

　
　
た
が
は
ず
候
（
『
未
灯
紗
』
二
・
六
六
四
～
六
六
五
）

七
〇

　
こ
こ
に
「
即
得
往
生
」
が
は
っ
き
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
浄
土
往
生
」
は
必

然
で
あ
る
。
そ
れ
は
如
来
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
自
然
に
浄
土
に
往
生
す
る
の
で

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
自
然
の
往
生
と
か
、
浄
土
へ
の
往
生
は
必
然
で
あ
る
と
い
う
論
理
は
ど
こ
に
あ

る
の
か
。

　
そ
れ
は
、
親
鷺
が
『
並
行
信
証
』
（
管
巻
）
に
引
用
す
る
『
往
生
論
告
』
の
文
に

　
　
　
　
　
　
⑤

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
往
生
は
何
の
い
わ
れ
も
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
に
、
何
の
た
し
か
さ

も
な
い
ま
ま
に
、
ど
こ
か
に
観
念
的
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
本
願
を
信
受
す
る

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

「
信
心
」
の
因
に
よ
っ
て
必
ら
ず
「
証
」
の
果
を
う
る
と
い
う
、
仏
教
の
因
縁
の

道
理
、
因
果
の
理
法
の
上
に
成
立
し
て
ゆ
く
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
親
試
は
こ
の
こ
と
を
深
く
信
じ
、
如
来
の
願
海
に
導
入
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

た
ま
わ
り
た
る
信
心
が
た
し
か
な
ら
ば
、
そ
の
信
心
が
因
と
な
り
、
あ
と
は
必
然

的
に
、
如
来
の
は
か
ら
い
に
て
往
生
す
る
と
い
う
世
界
に
生
き
た
の
で
あ
る
。

　
　
真
実
信
心
う
る
ひ
と
は
、
す
な
は
ち
定
聚
の

　
　
か
ず
に
い
る
　
不
退
の
く
ら
み
に
い
り
ぬ
れ

　
　
ば
　
か
な
ら
ず
滅
度
に
い
た
ら
し
む
（
『
浄
土
和
讃
』
二
・
四
九
三
）

　
　
願
海
に
入
り
ぬ
る
に
よ
り
て
、
か
な
ら
ず
大

　
　
渥
葉
に
い
た
る
　
　
　
　
　
　
　
（
『
唯
信
紗
文
意
』
二
・
六
二
四
）

　
こ
こ
に
、
往
生
の
は
こ
ば
れ
て
ゆ
く
道
理
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
問
わ
れ
る
こ
と
は
こ
う
で
あ
る
。
往
生
が
「
迷
界
の
因
果
を
滅
し
」

し
「
生
死
を
断
絶
す
る
」
と
い
う
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
浄
土
往
生
」
　
（
そ
れ
は

「
難
思
議
往
生
」
と
説
か
れ
る
）
と
ど
こ
が
相
違
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
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そ
れ
は
、
自
己
の
現
実
の
あ
り
場
所
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
願
海
に
帰
証
し
、
信
心
の
世
界
に
生
き
る
人
間
は
迷
界
の
因
果
を
滅
し
た
と
い

い
、
如
来
の
願
海
に
帰
入
し
た
と
い
う
け
れ
ど
、
現
身
は
こ
の
生
死
の
中
に
あ
る

の
で
あ
る
。
生
死
の
凡
夫
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
つ
ま
り
、
時
間
の
系
列

の
中
に
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
身
は
ど
こ
ま
で
で
も
「
こ
の

世
」
の
現
実
の
中
に
あ
る
。
こ
の
世
の
現
実
の
た
だ
中
に
あ
り
な
が
ら
「
心
を
弘

誓
の
忌
地
に
樹
て
、
念
を
吉
言
の
法
面
に
流
す
」
と
い
う
世
界
に
生
き
て
い
る
。

つ
ま
り
、
即
得
往
生
の
世
界
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
時
間
の
系
列
の
わ
く
の
中
で
現

身
を
お
い
て
い
る
点
で
生
死
の
中
に
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
生
死
の
中
に
い
な

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

が
ら
、
浄
土
へ
向
っ
て
生
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
「
来
世
」
へ
向
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
る
と
か
、
　
「
他
界
」
に
む
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
浬
築
、
す
な
わ
ち
滅
度
に

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

向
っ
て
生
き
る
の
で
あ
る
。
向
っ
て
生
き
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
こ
に
「
未
来
」

と
か
「
当
来
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
あ
る
。
従
っ
て
、
即
得
往
生
の
世
界
に
、

未
来
が
か
か
わ
り
が
な
い
の
で
は
な
く
、
即
得
往
生
の
世
界
に
こ
そ
、
常
住
の

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

国
、
滅
度
の
世
界
へ
の
生
き
方
が
動
く
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
単
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

「
来
世
」
の
「
他
界
」
で
は
な
く
「
当
来
」
の
「
浄
土
」
へ
の
「
生
」
が
ひ
ら
か

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
絶
対
的
未
来
」
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の

滅
度
に
向
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
浄
土
往
生
の
世
界
は
全
く
生
死
の
世
界
、
つ
ま
り

時
間
の
系
列
を
超
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
、
浬
樂
そ
の
も
の
、
滅
度
そ
の
も

の
で
あ
る
か
ら
、
常
住
の
国
に
あ
り
な
が
ら
、
時
間
の
世
界
に
廻
志
す
る
働
き
を

す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
き
に
の
べ
た
、
如
来
の
は
か
ら
い
に
て
往
生
す
る
世

界
で
自
然
の
（
じ
ね
ん
）
の
世
界
で
あ
り
必
然
の
世
界
で
あ
る
。

親
鷺
の
「
往
生
」
を
め
ぐ
る
問
題
点

　
さ
て
、
い
ま
ひ
と
つ
、
さ
ぐ
り
あ
て
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
い
っ
た
い
、
こ
の

よ
う
な
「
往
生
」
に
示
さ
れ
る
人
間
の
生
き
方
と
は
、
何
を
意
味
し
、
ど
の
よ
う

な
論
理
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

　
如
来
の
願
海
に
玉
入
し
、
信
心
の
世
界
に
生
き
る
人
間
と
は
ど
の
よ
う
な
世
界

が
ひ
ら
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
身
は
こ
の
生
死
の
た
だ
中
に
あ
り
乍

ら
、
滅
度
・
す
な
わ
ち
浄
土
へ
向
っ
て
生
き
る
と
い
う
あ
り
方
を
も
ち
、
心
を
弘

誓
の
仏
地
に
樹
て
て
生
き
る
人
間
に
成
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
弘
誓
の
忌
地

に
立
つ
世
界
よ
り
、
お
の
れ
の
業
を
徹
底
的
に
み
す
か
す
と
い
う
、
現
実
へ
徹
底

し
た
転
回
が
行
わ
れ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
武
藤
一
雄
氏
の
指

摘
す
る
「
救
い
と
い
う
こ
と
の
中
に
は
ん
と
う
の
自
巳
に
帰
る
と
い
う
意
味
が
含

　
　
⑥

ま
れ
る
」
と
い
う
世
界
に
通
ず
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
心
を
弘
誓
の
門
地
に
樹
て
れ
ば
こ
そ
、
大
地
に
生
き
る
人
間
業
を
徹
底
し
て
痛
　
5
6

む
と
い
う
心
が
激
し
く
な
る
と
い
っ
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
た
「

彼
岸
」
と
「
現
実
」
と
の
間
の
「
緊
張
感
」
と
い
っ
て
も
よ
い
と
も
思
わ
れ
る
。

更
に
は
、
ほ
ん
と
う
に
自
分
を
超
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ほ
ん
と
う
の
自
己
に
帰

る
と
い
う
運
動
体
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
世
界
を
何
の

虚
飾
も
な
く
素
顔
の
ま
ま
で
生
き
た
親
鷺
の
生
涯
は
、
こ
の
「
往
生
」
の
構
造
が

さ
し
示
す
「
生
き
方
、
死
に
方
」
の
証
し
を
た
て
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
最
近
の
「
往
生
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
契
機
と
し
て
、
今
後
の
真
宗
学
へ

の
方
法
論
的
志
向
を
考
慮
し
な
が
ら
、
い
さ
さ
か
論
じ
て
み
た
。
各
項
目
に
つ

き
、
不
備
な
点
が
多
々
残
る
し
、
甚
だ
飛
躍
し
た
よ
う
な
論
理
の
展
開
も
あ
る
。

遠
慮
の
な
い
御
叱
正
を
お
ね
が
い
し
て
や
ま
な
い
。

七
一



親
鷺
の
「
往
生
」
を
め
ぐ
る
問
題
点

七
二

尚
、
　
「
往
生
」
と
「
成
仏
」
と
い
う
こ
と
の
論
理
的
か
か
わ
り
と
い
う
点
は
別

の
機
会
に
あ
ら
た
め
て
考
究
し
て
み
た
い
と
思
う
。

（
短
大
助
教
授
）

「
註
』

①
主
な
も
の
に
「
上
田
博
士
の
往
生
義
は
成
立
す
る
か
」
（
福
原
亮
広
）

　
　
「
上
田
博
士
の
往
生
義
は
親
鷺
の
意
に
違
戻
す
る
」
（
寺
井
教
亮
）

　
　
「
上
田
博
士
の
親
蛮
の
「
往
生
」
の
思
想
批
判
」
（
宮
地
廓
慧
）

　
　
「
親
鷺
に
お
け
る
往
生
の
思
想
」
（
信
楽
峻
麿
）

　
　
「
浄
土
往
生
は
思
想
に
非
ず
」
（
糸
井
順
治
）
　
〔
以
上
「
中
外
日
報
」
〕

　
　
「
最
近
の
往
生
思
想
を
め
ぐ
り
て
』
）
普
賢
大
円
）

　
　
「
親
蛮
聖
人
の
往
生
思
想
」
（
山
本
仏
骨
）
な
ど
が
あ
る

＠＠＠＠＠

「
大
無
量
樹
経
会
疏
』
（
真
宗
叢
書
一
・
一
〇
三
）

「
宝
章
論
題
」
　
（
真
宗
叢
書
一
・
一
一
二
）

上
田
義
文
「
仏
教
に
お
け
る
「
彼
岸
」
と
「
来
世
ヒ

拙
論
「
親
鷺
に
お
け
る
往
生
と
実
存
」
に
の
べ
て
お
い
た

武
藤
一
雄
「
罪
と
自
我
」
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