
親
鸞
聖
人
（
中
）

一

郷

正

道

前
号
で
、
聖
人
が
抱
え
て
お
ら
れ
た
課
題
と
し
て
私
な
り
に
整
理
し
て
次
の
三
項
を
挙
げ
て
お
い
た
。

（
１
）
性
の
問
題

（
２
）
断
煩
悩
得
涅
槃：

比
叡
山
で
の
修
行
目
標
へ
の
疑
問

（
３
）
死
・
浄
土
往
生
の
問
題

こ
れ
ら
三
課
題
は
、
二
十
年
に
及
ぶ
比
叡
山
で
の
修
行
で
は
解
決
で
き
ず
法
然
上
人
と
の
解
逅
に
よ
っ

て
氷
解
し
た
こ
と
を
述
べ
て
お
い
た
。

今
号
は
（
３
）
の
課
題
に
つ
い
て
現
時
点
で
の
私
の
見
解
を
記
す
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
は
、「
真
宗
の

救
い
は
何
か
」
と
換
言
で
き
よ
う
。
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聖
徳
太
子
の
夢
告
で
「
命
終
し
て
速
や
か
に
清
浄
土
に
入
ら
ん
」、
救
世
観
音
の
夢
告
で
は
「
臨
終
に

引
導
し
て
極
楽
に
生
ぜ
し
め
ん
」
と
授
記
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
夢
告
で
は
い
ず
れ
も
臨
終
、
命
終
し
て
極

楽
浄
土
へ
の
往
生
が
明
記
さ
れ
、
極
楽
浄
土
の
往
生
こ
そ
が
救
い
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
一

方
比
叡
山
で
の
修
行
目
標
は
、
断
煩
悩
得
涅
槃
で
、
救
わ
れ
か
た
が
全
く
相
反
す
る
。
そ
の
は
ざ
ま
に
あ

っ
た
聖
人
の
苦
悩
の
深
刻
さ
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
し
て
聖
人
が
法
然
上
人
に
遇
っ
て
教
示
さ
れ
た

救
済
の
あ
り
方
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。

一
心
に
も
っ
ぱ
ら
弥
陀
の
名
号
を
念
じ
て
、
行
往
坐
臥
に
時
節
の
久
近
を
問
わ
ず
、
念
々
に
捨
て

ざ
る
は
、
こ
れ
を
正
定
の
業
と
名
づ
く
、
か
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
ゆ
え
な
り
。（
善
導
六
一
三
│

六
八
一
『
観
経
疏

散
善
義
』
聖
典
全
書
１
、
七
六
七
）

つ
ま
り
、
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
目
標
で
あ
る
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
が
達
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

所
引
の
「
念
じ
て
」
の
「
念
」
は
、
善
導
に
よ
っ
て
「
称
え
る
」
と
同
義
語
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
さ

ら
に
法
然
上
人
が
、「
念
と
声
と
は
こ
れ
一
な
り
」（
念
声
是
一
）
と
受
け
と
め
、
聖
人
も
こ
れ
を
継
承
さ

（
�
）

れ
た
。
こ
こ
に
念
仏
即
称
名
の
思
想
が
確
定
し
た
と
藤
田
博
士
は
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
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こ
こ
に
、
称
名
念
仏
こ
そ
が
、
浄
土
往
生
の
た
め
の
正
し
く
定
ま
っ
た
実
践
行
で
あ
る
、
と
宣
言
さ
れ

て
お
り
、
し
か
も
そ
の
理
由
は
仏
の
願
に
順
ず
る
か
ら
で
あ
る
、
と
善
導
が
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判

明
す
る
。
こ
の
善
導
の
理
解
に
法
然
上
人
が
目
を
開
か
れ
、
聖
人
も
納
得
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ

の
『
観
経
疏
』
の
一
文
こ
そ
、『
歎
異
抄
第
二
条
』
に
み
ら
れ
る
本
願
│
釈
尊
│
善
導
│
法
然
│
親
鸞
と

相
承
さ
れ
て
き
た
仏
教
史
観
の
源
と
い
え
よ
う
。

聖
人
の
比
叡
山
の
修
行
時
代
を
通
じ
て
鮮
明
に
な
っ
た
究
極
の
課
題
は
、
真
宗
の
救
い
と
は
何
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
そ
れ
は
称
名
念
仏
に
よ
る
浄
土
往
生
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
と
い
え

よ
う
。
以
下
に
浄
土
往
生
に
関
連
し
て
現
時
点
で
の
筆
者
の
理
解
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

真
宗
に
お
け
る
救
い
の
目
標
が
浄
土
往
生
に
あ
る
こ
と
は
『
歎
異
抄
第
二
条
』
の
文
言
か
ら
も
傍
証
さ

れ
よ
う
。
あ
の
時
代
に
身
命
を
か
え
り
み
ず
関
東
か
ら
京
都
へ
わ
ざ
わ
ざ
お
も
む
き
聖
人
と
面
座
し
て
問

い
、
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、「
往
生
極
楽
の
道
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
回
答
は
、「
た

だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
を
か
ぶ
り
て
、
信
ず
る
ほ
か
に

別
の
子
細
な
き
な
り
」
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
念
仏
し
て
極
楽
浄
土
へ
往
生
す
る
こ
と
が
真
宗
門
徒
の
目

標
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
私
た
ち
は
何
故
浄
土
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
肉
体
の
死
に
対

親鸞聖人（中）
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す
る
不
安
と
恐
怖
か
ら
の
解
放
こ
そ
浄
土
を
希
求
す
る
原
点
だ
と
考
え
る
。

仏
教
は
苦
か
ら
の
解
放
を
説
く
。
そ
の
苦
と
は
四
苦
八
苦
を
内
容
と
す
る
。
人
間
存
在
そ
の
も
の
が
苦

で
あ
る
と
す
る
総
括
的
な
「
五
蘊
盛
苦
」
の
も
と
、
具
体
的
に
生
・
老
・
病
・
死
・
愛
別
離
苦
・
怨
憎
会

苦
・
求
不
得
苦
の
七
苦
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
原
因
は
、
無
知
（
無
明
）、
欲
望
（
渇

愛
）、
言
葉
（
戯
論
）
に
在
り
と
し
た
の
が
、
釈
尊
、
龍
樹
の
見
解
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ら
諸
苦
の
う
ち
人
間
苦
の
最
た
る
も
の
は
、
死
苦
│
死
に
対
す
る
不
安
と
恐
怖
│
で
あ
る
と
愚
考

す
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
死
の
到
来
を
誰
も
予
知
で
き
な
い
現
実
、
そ
れ
に
対
す
る
不
安
と
恐
怖
、
私
の

死
は
誰
に
も
代
わ
っ
て
も
ら
え
ず
私
が
引
受
け
る
し
か
な
い
。
死
に
伴
な
っ
て
生
ず
る
淋
し
さ
、
悲
し

み
、
辛
さ
等
の
感
情
は
深
刻
そ
の
も
の
で
あ
る
、
等
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
死
苦
か
ら
の
解
放
を
教

え
る
の
が
浄
土
教
で
あ
る
と
思
う
。
肉
体
の
死
を
前
提
に
し
な
い
浄
土
論
は
、
哲
学
者
た
ち
の
観
念
の
空

論
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
人
間
存
在
の
根
底
か
ら
ふ
り
か
か
っ
て
く
る
死
苦
に
応
え
て

き
た
の
が
浄
土
教
の
歴
史
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
浄
土
、
浄
土
教
を
必
要
と
す
る
素
朴
な
心
情
を

語
る
一
文
を
紹
介
し
よ
う
。

不
治
の
病
床
に
身
を
よ
こ
た
え
た
幼
な
子
が
、
母
に
尋
ね
た
。
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「
お
母
さ
ん
、
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
」
と
。
た
だ
口
先
ば
か
り
の
慰
め
の
言
葉
を
繰
り
返
す
こ
と

の
空
し
さ
に
耐
え
か
ね
た
母
は
、
祈
る
よ
う
に
し
て
答
え
た
。

「
坊
や
、
仏
さ
ま
の
国
へ
往
く
ん
で
す
よ
。
お
母
さ
ん
も
、
き
っ
と
後
か
ら
往
き
ま
す
か
ら
、
待
っ

て
い
て
ね
」
と
。
幼
な
子
は
、
つ
ぶ
や
く
よ
う
に
言
っ
た
。

「
う
ん
、
待
っ
て
い
る
よ
、
き
っ
と
来
て
ね
」
と
。
数
日
の
後
、
幼
な
子
は
死
ん
だ
。
わ
が
子
に

先
立
た
れ
た
悲
し
み
の
中
で
、
残
さ
れ
た
母
は
自
ら
に
語
る
。

「
私
は
、
坊
や
と
の
約
束
を
は
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
な
い
と
、
坊
や
を
だ
ま
し
た
こ
と
に
な

（
�
）

る
の
だ
か
ら
…
…
」
と
。

浄
土
教
の
興
起
、
展
開
に
は
そ
の
発
生
地
、
伝
播
し
た
地
域
に
お
け
る
時
代
背
景
、
社
会
情
勢
を
無
視

し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
浄
土
の
教
え
は
、
時
間
・
空
間
を
問
わ
ず
、
い
か
な
る
人
に
も
迫
り
く
る

死
へ
の
対
応
が
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

浄
土
教
発
生
の
地
で
あ
る
Ａ
Ｄ
一
〜
二
世
紀
頃
の
イ
ン
ド
・
北
西
地
域
の
情
況
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ

て
い
る
。
中
央
ア
ジ
ア
の
イ
リ
川
流
域
に
住
ん
で
い
た
サ
カ
族
が
月
氏
族
に
追
わ
れ
て
イ
ン
ド
へ
侵
入
。

カ
ス
ピ
海
の
あ
た
り
に
興
っ
た
パ
ル
テ
ィ
ア
王
国
が
南
下
し
て
き
て
サ
カ
族
を
滅
ぼ
し
、
西
北
イ
ン
ド
を

親鸞聖人（中）
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支
配
す
る
。
こ
の
よ
う
な
動
乱
が
ク
シ
ャ
ー
ナ
王
朝
の
カ
ニ
シ
カ
王
が
大
帝
国
を
建
設
す
る
ま
で
続
い
た

（
�
）

と
い
う
。

中
国
で
は
、
五
世
紀
以
降
曇
鸞
、
道
綽
を
経
て
善
導
で
大
成
し
た
北
地
浄
土
教
は
隋
・
唐
の
時
代
を
中

心
に
七
世
紀
末
ま
で
栄
え
た
と
さ
れ
る
。
ア
ミ
ダ
仏
の
西
方
浄
土
を
説
く
緒
経
典
が
イ
ン
ド
か
ら
伝
来
す

る
に
つ
れ
、
浄
土
で
現
在
説
法
す
る
ア
ミ
ダ
仏
信
仰
が
広
ま
っ
た
。
そ
の
展
開
の
背
景
に
は
仏
滅
思
想
が

あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
末
法
到
来
を
実
感
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
破
仏
事
件
が
お
こ
り
、
浄
土
教
が
時
期

（
�
）

相
応
の
教
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
法
然
、
親
鸞
の
在
世
し
た
鎌
倉
時
代
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
一
一
八
一
年
に
は
養
和
の
大

（
�
）

飢
饉
が
お
こ
り
、『
方
丈
記
』
に
よ
れ
ば
四
万
二
千
余
の
屍
が
累
累
と
京
都
市
中
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い

た
と
い
う
。
貴
族
社
会
か
ら
武
家
社
会
へ
の
大
変
革
期
で
も
あ
り
社
会
的
混
乱
は
想
像
を
絶
す
る
も
の
が

あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
又
、
末
法
思
想
の
広
が
り
も
喧
伝
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
現
在
の
日
本
は
ど
う
か
。
天
災
（
地
震
、
津
波
、
火
山
、
台
風
）、
高
齢
化
に
伴
う
社
会
不
安
、

交
通
事
故
、
原
発
事
故
、
格
差
の
拡
大
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
、
テ
ロ
の
頻
発
、
孤
独
感
の
深
化
、
保
護
主

義
的
傾
向
の
広
が
り
、
等
々
現
世
で
の
不
安
感
は
募
り
、
幸
福
感
は
う
す
く
将
来
へ
の
希
望
は
見
出
し
難

い
。
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さ
ら
に
浄
土
往
生
を
希
求
せ
ざ
る
を
得
な
い
宗
教
的
心
情
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
罪
悪
深
重
、
煩
悩
熾
盛

の
私
の
発
見
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
（
歎
異
抄
第
二
条
）

こ
ん
な
私
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
現
世
で
の
浄
土
往
生
、
得
涅
槃
な
ど
ど
う
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

様
々
な
原
因
・
条
件
か
ら
死
が
い
つ
や
っ
て
き
て
も
お
か
し
く
な
い
、
せ
め
て
死
ぬ
と
き
は
安
心
し
て
死

を
迎
え
た
い
、
死
後
の
世
界
は
平
和
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
っ
た
誰
も
が
抱
く
素
朴
な
人
間
感
情
は
、

こ
の
世
で
悟
れ
る
人
は
い
ざ
知
ら
ず
、
大
事
に
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
。

自
ら
は
ガ
ン
で
逝
去
さ
れ
た
岡
部
健
医
師
が
次
の
よ
う
な
興
味
あ
る
調
査
報
告
を
し
て
お
ら
れ
る
。

「
お
迎
え
現
象
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に
す
る
が
、
そ
れ
は
、
死
を
準
備
す
る
過
程
に
お
い
て
自
然
に
発
す

る
現
象
だ
と
岡
部
先
生
は
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
現
象
は
、
４０
％
ほ
ど
の
人
は
体
験
し
て
い
る
に
ち

が
い
な
い
。
そ
の
体
験
は
、
病
院
の
入
院
患
者
で
は
わ
ず
か
５
％
、
在
宅
の
方
で
は
８７
％
が
体
験
し
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
迎
え
が
あ
っ
て
死
後
自
分
の
行
き
先
が
見
え
て
き
た
人
は
、
基
本
的

（
�
）

に
安
楽
な
平
和
な
情
況
で
死
を
迎
え
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

親鸞聖人（中）
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そ
れ
で
は
極
楽
浄
土
は
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
か
な
る
科
学
的
知
見
に
よ
っ
て
も
そ
の
存
在
は

証
明
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
主
観
的
事
実
の
世
界
で
あ
る
か
ら
、
浄
土
は
、
必
要
と
す
る
も

の
に
は
有
る
が
必
要
と
し
な
い
も
の
に
は
無
い
。

自
分
は
地
獄
行
き
の
身
、
そ
の
身
が
あ
る
か
ら
こ
そ
お
浄
土
が
あ
っ
て
く
だ
さ
る
の
だ
と
い
う
真
摯
な

ご
信
者
の
言
葉
に
す
べ
て
が
語
り
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

眼
に
見
え
な
け
れ
ば
そ
れ
は
存
在
し
な
い
、
と
容
易
に
言
っ
て
い
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
現
代

人
の
悪
弊
で
な
か
ろ
う
か
。
筆
者
は
金
子
み
す
ゞ
さ
ん
の
詩
に
、
浄
土
の
有
無
に
つ
い
て
の
回
答
が
語
ら

れ
て
い
る
と
思
う
。

青
い
お
空
の
底
ふ
か
く

海
の
小
石
の
そ
の
よ
う
に

夜
が
く
る
ま
で
沈
ん
で
い
る

昼
の
お
星
は

眼
に
見
え
ぬ

（
�
）

見
え
ぬ
け
れ
ど
も
あ
る
ん
だ
よ

見
え
ぬ
も
の
で
も
あ
る
ん
だ
よ

そ
れ
で
は
極
楽
浄
土
は
ど
ん
な
世
界
な
の
か
。
経
典
の
描
写
に
依
る
し
か
な
い
。
そ
れ
は
枚
挙
に
い
と

ま
な
い
が
筆
者
に
印
象
的
な
事
柄
、
描
写
の
み
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。
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『
仏
説
無
量
寿
経
』

①
国
（
極
楽
）
は
泥

（
涅
槃
）
の
ご
と
し
。（
聖
典
一
二
）

②
法
蔵
菩
薩
、
今
す
で
に
成
仏
し
て
、
現
に
西
方
に
ま
し
ま
す
。
此
を
去
る
こ
と
十
万
億
の
刹
な
り
。

そ
の
仏
の
世
界
を
名
づ
け
て
安
楽
と
曰
う
。（
聖
典
二
八
）

③
清
浄
に
荘
厳
し
て
、
十
方
一
切
の
世
界
に
超
踰
せ
り
。（
聖
典
二
九
）

④
か
の
仏
国
土
は
清
浄
安
穏
に
し
て
微
妙
快
楽
な
り
。
無
為
泥

の
道
に
次
し
。（
聖
典
三
九
）

⑤
そ
の
も
ろ
も
ろ
の
声
聞
・
菩
薩
・
天
・
人
…
…
自
然
虚
無
の
身
、
無
極
の
体
を
受
け
た
り
。（
聖
典

三
九
）

⑥
天
下
和
順
し
日
月
清
明
に
し
て
、
風
雨
時
を
も
っ
て
し
災
厲
起
こ
ら
ず
。
国
豊
か
に
民
安
し
。
兵
戈

用
い
る
こ
と
な
し
。（
聖
典
七
八
）

『
仏
説
阿
弥
陀
経
』

①
こ
れ
よ
り
西
方
に
、
十
万
億
の
仏
土
を
過
ぎ
て
、
世
界
あ
り
、
名
づ
け
て
極
楽
と
曰
う
。
そ
の
土
に

仏
ま
し
ま
す
、
阿
弥
陀
と
号
す
。
い
ま
現
に
ま
し
ま
し
て
法
を
説
き
た
ま
う
。
…
…
そ
の
国
の
衆

生
、
も
ろ
も
ろ
の
苦
あ
る
こ
と
な
し
。
但
も
ろ
も
ろ
の
楽
を
受
く
、
か
る
が
ゆ
え
に
極
楽
と
名
づ

親鸞聖人（中）
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く
。（
聖
典
一
二
六
）

②
か
の
仏
の
光
明
、
無
量
に
し
て
、
十
方
の
国
を
照
ら
す
に
障
碍
す
る
と
こ
ろ
な
し
。
こ
の
ゆ
え
に
号

し
て
阿
弥
陀
と
す
。（
聖
典
一
二
八
）

③
極
楽
国
土
の
衆
生
と
生
ま
る
る
者
は
、
み
な
こ
れ
阿

跋
致
な
り
。
そ
の
中
に
、
多
く
一
生
補
処
あ

り
、
そ
の
数
は
な
は
だ
多
し
。
…
…
ま
さ
に
願
を
発
し
か
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
べ
し
。
所
以
は

何
。
か
く
の
ご
と
き
の
諸
上
善
人
と
俱
に
一
処
に
会
す
る
こ
と
を
得
れ
ば
な
り
。（
聖
典
一
二
九
）

④
も
し
善
男
子
。
善
女
人
あ
り
て
、
阿
弥
陀
仏
を
説
く
を
聞
き
て
、
名
号
を
執
持
す
る
こ
と
、
も
し
は

一
日
…
…
も
し
は
七
日
、
一
心
に
し
て
乱
れ
ざ
れ
ば
、
そ
の
人
、
命
終
の
時
に
臨
み
て
、
阿
弥
陀

仏
、
も
ろ
も
ろ
の
聖
衆
と
、
現
じ
て
そ
の
前
に
ま
し
ま
さ
ん
。
こ
の
人
、
終
わ
ら
ん
時
、
心
顚
倒
せ

ず
し
て
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
を
得
ん
。
…
…
も
し
衆
生
あ
り
て
こ
の
説

を
聞
か
ん
者
は
、
ま
さ
に
願
を
発
し
か
の
国
土
に
生
ず
べ
し
。（
聖
典
一
二
九
〜
一
三
〇
）

イ
ン
ド
起
源
の
両
浄
土
経
典
を
み
る
限
り
、
極
楽
浄
土
が
人
工
的
に
装
飾
、
荘
厳
さ
れ
た
様
相
を
呈
し

て
い
る
印
象
を
も
つ
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
れ
も
当
時
の
イ
ン
ド
社
会
の
現
実
の
反
映
と
し
て
、
理
想
的

環
境
、
平
和
な
世
界
と
し
て
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。
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ま
た
、
筆
者
に
と
っ
て
興
味
深
い
の
は
、
浄
土
が
「
俱
会
一
處
」
の
世
界
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
死
後
か
な
ら
ず
迎
え
て
い
た
だ
く
浄
土
の
世
界
が
、
善
き
人
と
の
再
会
の
場
と
し
て
提
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
世
と
浄
土
が
隔
絶
し
た
も
の
で
は
な
く
人
間
的
に
情
的
継
続
性
を
感
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。
金
子
大
栄
先
生
を
し
て
「
あ
の
亡
き
息
子
達
に
会
え
な
い
浄
土
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ

（
�
）

う
な
浄
土
は
私
に
は
要
り
ま
せ
ん
」
と
言
わ
し
め
た
よ
う
に
、
浄
土
は
正
に
俱
会
一
處
の
世
界
で
あ
る
が

ゆ
え
に
必
要
か
つ
尊
い
の
で
あ
る
。

平
和
な
世
界
、
俱
会
一
處
の
世
界
と
し
て
浄
土
が
描
写
さ
れ
る
の
も
、
偏
に
、
私
を
し
て
死
に
対
す
る

不
安
と
恐
怖
か
ら
少
し
で
も
解
放
さ
せ
よ
う
と
す
る
慈
悲
の
心
の
表
わ
れ
と
思
え
て
な
ら
な
い
。（

つ
づ
く
）

註（
１
）
藤
田
宏
達
『
浄
土
三
部
経
の
研
究
』
四
五
四
頁
、
岩
波
書
店

二
〇
〇
七
年

（
２
）
廣
瀬
果
『
増
補
滴
々
抄
』
二
一
頁
、
文
栄
堂
書
店

二
〇
一
二
年

（
３
）
梶
山
雄
一
著
作
集
第
六
巻
浄
土
の
思
想
三
二
九
頁
、
春
秋
社

二
〇
一
三
年

（
４
）
佛
教
史
学
会
『
佛
教
史
概
説
中
国
編
』
四
七
〜
五
四
頁
、
平
楽
寺
書
店

一
九
六
〇
年

（
５
）『
方
丈
記

徒
然
草
』
二
十
九
頁
、
三
十
二
頁
（
日
本
古
典
文
學
大
系

岩
波
書
店

一
九
五
七
年
）

親鸞聖人（中）
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（
６
）
奥
野
修
司
『
看
取
り
人
生
の
遺
言
』
一
七
五
頁
〜
一
七
七
頁
、
二
〇
三
頁
、
文
藝
春
秋
社

二
〇
一
三

年

（
７
）
金
子
み
す
ゞ
「
星
と
た
ん
ぽ
ぽ
」
よ
り

（
８
）
幡
谷
明
『
大
悲
の
妙
用
』
一
八
一
頁
、
自
照
社

二
〇
一
六
年

聖
典＝
『
眞
宗
聖
典
』
東
本
願
寺
出
版
部

一
九
七
八
年

聖
典
全
書＝
『
浄
土
眞
宗
聖
典
全
書
』
本
願
寺
出
版
社

二
〇
一
三
年
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