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一
切
の
人
情
に
迎
合
し
な
い
で
、
一
切
の
物
を
追
わ
な
い
で
、

た
だ
す
る
坐
禅
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
本
当
の
自
分
に
な
り
切
っ
て
、

た
と
い
自
分
の
生
活
が
ど
ん
な
に
変
わ
ろ
う
が
、

ま
た
自
分
が
ど
ち
ら
に
ど
う
動
こ
う
が
、

少
し
も
自
分
を
失
わ
な
い
よ
う
に
な
る
の
が
、

た
だ
す
る
坐
禅
の
功
徳
で
あ
る
。
…
…

そ
れ
だ
か
ら
私
は
常
に

坐
禅
と
は
自
己
に
親
し
む
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
る
。

坐
禅
は
何
物
を
も
外
に
求
む
る
の
で
は
な
い
、

自
分
自
身
を
求
め
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

自
分
自
身
を
求
め
る
こ
と
は
自
分
自
身
に
成
り
切
る
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
す
る
坐
禅
に
よ
っ
て
、
初
め
て
冷
静
に

こ
の
自
分
を
客
観
に
置
い
て
眺
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　

—

沢
木
興
道

 

『
増
補
改
訂　
坐
禅
の
仕
方
と
心
得
』よ
り

平成29年
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集

＝
親
鸞
と
蓮
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再
発
見
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ッ
ト
等
が
発
達
し
た
現
代
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私
達
に
快
適
さ
を
も
た
ら
す
一
方
で
、「
傲
慢
さ
」
も
も
た
ら

し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
今
こ
そ
、「
他
力
」
を
生
き
た
親
鸞
と
蓮
如
の
生
涯
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え
を
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び
ま
し
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う
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一い
っ

息そ
く

生し
ょ
う

死じ

 

他た

阿あ

　

真し
ん

円え
ん

時
宗
法
主
遊
行
七
十
四
代

時じ

宗し
ゅ
うで
は
「
一
息
生
死
」
の
教
え
が
あ
り
ま

す
。
吐
く
息
は
死
で
あ
り
、
吸
う
息
は
生
で
あ

る
と
説
き
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名

み
ょ
う

号ご
う

は
生

死
一い

ち

如に
ょ

、
平へ
い

生ぜ
い

と
臨
終
の
一
如
で
あ
っ
て
、
口

に
ま
か
せ
て
称と

な

ふ
れ
ば
声
に
生
死
の
罪
消
え
ぬ

と
あ
り
ま
す
。

私
は
こ
の
教
え
に
随

し
た
が

っ
て
常
に
呼
吸
を
調
と
と
の

え
て
称
し
ょ
う

名み
ょ
う

し
、
機
会
あ
る
毎
に
腹
か
ら
大
き

な
声
を
出
し
て
腹
式
呼
吸
を
し
、
今
年
九
十
八

歳
を
迎
え
、
健
康
長
寿
を
保
っ
て
い
ま
す
。
有

難
い
こ
と
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
。
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
の
め
ざ
ま
し
い
発
達
に
よ
っ
て
、
現
代
人
は
非
常
に
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
情
報

社
会
を
手
に
入
れ
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
自
分
が
「
万
能
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
錯
覚

し
、
傲
慢
な
生
き
方
を
し
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

今
こ
そ
、
親
鸞
聖
人
と
蓮
如
上
人
と
い
う
「
他
力
」
の
教
え
を
生
き
抜
い
た
二
大
祖
師
の
生
涯
や
思
想
を
、
改

め
て
学
び
直
し
、
そ
し
て
多
く
の
人
に
弘
め
た
い
と
思
い
、
本
特
集
を
企
画
し
ま
し
た
。

親し
ん

鸞ら
ん

と
蓮れ

ん

如に
ょ

　
再
発
見

特 集
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【
　
総
　
論
　
】

◆ 

人
間
存
在
の
問
題

親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
蓮
如
上
人
に
よ
っ
て

人
々
に
広
め
ら
れ
た
浄じ

ょ
う
ど
し
ん
し
ゅ
う

土
真
宗
と
い
う
仏
教
は
、
そ
の
当
時
に
お

い
て
も
、
そ
し
て
、
時
代
を
経
て
、
現
代
と
い
う
時
代
に
お
い
て

も
、
人
々
の
心
を
と
ら
え
る
思
想
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
は
、

「
今
、
こ
こ
、
こ
の
身
に
お
い
て
」
と
い
う
人
間
の
最
も
個
人
的

な
問
題
に
こ
た
え
る
と
同
時
に
、
そ
の
思
想
が
人
間
に
と
っ
て
、

時
代
を
超
え
て
、
最
も
普
遍
的
な
人
間
存
在
の
問
題
に
こ
た
え
て

い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
先
生
は
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
心

の
こ
と
を
、「
汝な

ん
じ、

今
、
如い

何か

な
る
処
に
あ
っ
て
、
如
何
な
る
精

神
を
も
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い

に
、
こ
た
え
よ
う
と
す
る
心
が
宗
教
心
で
あ
る
と
語
ら
れ
た
。

人
間
存
在
の
問
題
と
は
、
存
在
価
値
と
関
係
存
在
の
問
題
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
、
平
等
と
平
和
が
仏
教
の
思
想
で
あ
る
と
言
わ

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
存
在
価
値
の
問
題
と
は
、
釈し

ゃ
く
そ
ん尊
の
誕
生
の

時
の
言
葉
、「
天て

ん
じ
ょ
う
て
ん
げ

上
天
下
、
唯ゆ

い

我が

独ど
く

尊そ
ん

」
に
言
わ
れ
る
が
如
く
、

「
全
世
界
に
お
い
て
、
我
、
そ
の
中
の
独
り
と
し
て
、
い
の
ち
を

賜た
ま
わ

っ
た
存
在
と
し
て
、
唯た

だ

、
尊
い
」
と
い
う
、
い
の
ち
あ
る
存

在
は
、
皆
、
平
等
に
尊
ば
れ
る
べ
き
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
世

の
中
は
、
比
較
・
優
劣
・
競
争
の
価
値
観
の
世
界
で
あ
る
が
、
し

ば
し
ば
い
の
ち
を
見
失
い
か
ね
な
い
状
況
の
中
で
、
そ
れ
を
超
え

【 総 論 】

い
ま
改
め
て
学
ぶ

　
　

─
親し

ん

鸞ら
ん

と
蓮れ

ん

如に
ょ

の
こ
こ
ろ

巌
い わ

城
き

 孝
た か

憲
の り

札幌大谷大学前学長
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ろ

て
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
な
い
視
座
を
き
ち
っ
と
教
え
示
し
て
い

る
。関

係
存
在
の
問
題
と
は
、
例
え
ば
、
仏
典
に
は
、『
阿あ

弥み

陀だ

経き
ょ
う』
に
も
、
浄
土
の
鳥
と
し
て
共ぐ

み
ょ
う命
之し

ち
ょ
う鳥
が
名
を
あ
げ
ら
れ
て

い
る
が
、
双
頭
の
鳥
の
譬た

と

え
は
、
一
方
が
他
方
を
敵
と
し
て
毒
を

食
べ
た
な
ら
、
自
分
も
生
き
ら
れ
な
い
、
共
に
と
い
う
こ
と
が
成

り
立
た
な
い
と
、
お
互
い
に
い
の
ち
は
生
き
て
い
け
な
い
こ
と
を

明
か
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
仏
教
の
縁え

ん

起ぎ

と
い
う
思
想
は
、
一

切
の
存
在
は
、
様
々
な
条
件
と
し
て
の
縁
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

あ
る
の
が
事
実
で
あ
っ
て
、
私
と
い
う
存
在
は
、
様
々
な
他
と
の

出
会
い
に
よ
っ
て
、
刻
々
に
変
わ
り
、
成
長
し
て
い
る
者
で
あ

り
、
関
係
存
在
と
し
て
の
事
実
を
明
か
し
て
い
る
思
想
で
あ
る
。

世
の
中
に
あ
っ
て
は
、
し
ば
し
ば
自
己
を
見
失
い
か
ね
な
い
が
、

「
こ
う
い
う
自
分
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
う
い
う
自
分
と
し
て
生
き

て
い
き
ま
す
」
と
い
う
、
そ
の
中
に
自
己
の
主
体
性
を
確
立
す
る

こ
と
が
う
な
が
さ
れ
て
い
る
。

親
鸞
聖
人
の
畢ひ

っ
せ
い生

の
書
『
教

き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ん
し
ょ
う

行
信
証
』
は
、
人
間
で
あ
る
こ

と
、
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
書
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
後ご

序じ
ょ

の
直
前
に
置
か
れ
た
「
化け

身し
ん

土ど
の
ま
き巻
」
最
後
の
締
め

く
く
り
が
、『
論
語
』
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
読
み

か
え
さ
れ
て
い
る
。

《
季き

路ろ

問
わ
く
、「
鬼き

神じ
ん

に
事つ

か

え
ん
か
」
と
。
子し

の
曰い

わ

く
、「
事
う

る
こ
と
あ
た
わ
ず
。
人
い
ず
く
ん
ぞ
能よ

く
鬼
神
に
事
え
ん
や
」と
。》

『
論
語
』
の
も
と
も
と
の
意
味
は
、
鬼
神
と
は
中
国
で
は
死
者

の
魂
の
こ
と
で
、「
生
き
て
い
る
人
に
す
ら
仕つ

か

え
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
に
、
死
者
の
魂
に
ど
う
し
て
仕
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う

か
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
が
、
宗
祖
の
読
み
か
え
に
よ
る
と
、

我
が
国
で
は
鬼
神
と
は
天て

ん

神じ
ん

地ち

祇ぎ

の
こ
と
で
あ
る
が
、「
仕
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
が
、
ど
う
し
て
天
神
地
祇
に
仕
え
る
必

要
が
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
、
人
間
で
あ
る
こ
と
の
尊
厳
を
明
か
す

言
葉
と
し
て
「
化
身
土
巻
」
の
締
め
く
く
り
の
釈

し
ゃ
く
も
ん
し
ょ
う

文
証
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

『
教
行
信
証
』
に
は
、「
大
無
量
寿
経　

真
実
の
教　

浄
土
真

宗
」
と
い
う
標ひ

ょ
う
こ挙
の
文も

ん

が
あ
り
、
こ
の
「
浄
土
真
宗
」
と
は
、
一

宗
一
派
の
名
称
で
は
な
く
、「
浄
土
を
真
実
と
し
て
生
き
る
宗
と

す
る
」
と
い
う
人
生
の
主
体
的
宣
言
が
、
こ
こ
で
「
浄
土
真
宗
」

と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

◆ 
空
し
く
過
ぐ
る
人
ぞ
な
き

本ほ
ん
が
ん
り
き

願
力
に
出で

遇あ

う
と
い
う
如に

ょ
ら
い来
の
還げ

ん
そ
う相
回え

向こ
う

は
、
私
た
ち
の
常
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識
か
ら
は
、
全
く
出
て
こ
な
い
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
非
常

に
分
か
り
に
く
い
と
思
わ
れ
る
。
自じ

力り
き

の
執し

ゅ
う
し
ん心が

、
い
さ
さ
か
で

も
残
っ
て
い
る
限
り
、
還
相
回
向
は
、
す
で
に
届
い
て
来
て
い
る

が
、
自
己
に
開
か
れ
な
い
。
自
力
を
離
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
仏
の

智ち

慧え

を
疑
う
こ
と
と
し
て
、
罪
が
深
い
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。

「
仏ぶ

っ

智ち

疑
う
罪
深
し
」（「
正し
ょ
う
ぞ
う
ま
つ
わ
さ
ん

像
末
和
讃
」）
と
あ
り
、
往お

う
じ
ょ
う生は
真し

ん
じ
つ実

報ほ
う

土ど

で
は
な
く
、
辺へ

ん

地じ

・
懈け

慢ま
ん

・
疑ぎ

じ
ょ
う城
・
胎た

い
ぐ
う宮
と
言
わ
れ
て
い

る
。
知
恵
才
覚
に
よ
っ
て
努
力
向
上
し
て
い
く
道
は
、
非
常
に
分

か
り
や
す
い
。
人
間
の
自
力
の
構
造
が
そ
う
な
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。自

力
と
い
う
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
。（『
一
念
多
念
文も
ん

意い

』）

し
か
し
な
が
ら
、
天て

ん
じ
ん親

菩ぼ

薩さ
つ

の
『
浄
土
論
』
に
お
い
て
、「
空く

う

過か

」
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
「
空む

な

し
く
過す

ぎ
る
」
と
い
う
、
い
の
ち

を
見
失
う
と
い
う
、
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
本
来
的
課
題
を

超
え
ら
れ
な
い
の
が
自
力
で
あ
る
。

　

本ほ
ん
が
ん
り
き

願
力
に
あ
い
ぬ
れ
ば　

む
な
し
く
す
ぐ
る
ひ
と
ぞ
な
き　

　
　

功く

徳ど
く

の
宝
海
み
ち
み
ち
て　

煩ぼ
ん
の
う悩

の
濁じ

ょ
く
す
い水へ

だ
て
な
し

　
　
　
　
　
　
　
（「
高
僧
和
讃
」）

「
功
徳
の
宝
海
み
ち
み
ち
て
」
と
は
、
比
較
・
優
劣
・
競
争
の

価
値
観
の
中
で
、
足あ

し

蹴げ

に
し
、
放
り
投
げ
て
き
た
、
ム
ダ
だ
っ
た

と
思
わ
れ
た
こ
と
が
皆
、
光
輝
く
尊
い
も
の
と
し
て
再
発
見
さ
れ

る
ま
な
ざ
し
が
言
わ
れ
て
い
る
。
ご
く
当
た
り
前
の
普
通
の
生
活

が
本
当
の
幸
せ
で
あ
っ
た
と
気
づ
か
さ
れ
る
。
生
き
て
い
る
こ
と

に
、
何
か
プ
ラ
ス
し
な
け
れ
ば
尊
く
な
い
の
で
は
な
く
、
何
も
プ

ラ
ス
し
な
く
て
も
、
生
き
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
尊
い
と
言
え
る

生
活
。

生
ま
れ
た
時
か
ら
、
人
は
関
係
存
在
と
し
て
、
つ
な
が
り
の
中

を
、
支
え
ら
れ
て
生
か
さ
れ
て
生
き
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
い
つ
の
間
に
か
、
関
係
存
在
と
し
て
の
自
己
を
見
失
い
、
人

と
人
と
の
間
に
壁
が
で
き
て
、
出
会
い
が
か
わ
さ
れ
て
き
た
。
孤

独
で
無
同
伴
、
言
葉
が
通
じ
な
い
世
界
を
地じ

獄ご
く

と
言
う
。
他
を
排

除
し
自
分
の
た
め
だ
け
に
生
き
る
姿
を
餓が

鬼き

と
言
い
、
他
に
依
存

し
て
自
立
で
き
な
い
姿
を
畜ち

く
し
ょ
う生と

言
う
。
こ
れ
ら
三さ

ん

悪ま
く

道ど
う

が
、
三さ

ん

途ず

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
親
鸞
聖
人
の
「
浄
土
和
讃
」
に
は
、
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三さ

ん

塗ず

の
黒こ

く
あ
ん闇　

ひ
ら
く
な
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
。「
三
途
」

で
は
な
く
、「
三
塗
」
と
あ
る
。「
途
」
は
「
み
ち
」
で
あ
る
が
、

「
塗
」
は
壁
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
が
「
三

塗
」
で
あ
る
と
は
、
他
が
作
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
分
で

作
っ
て
き
た
壁
な
の
で
あ
る
。
自
分
で
作
っ
た
も
の
で
、
世
界
が

閉
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。

現
代
人
に
と
っ
て
、
空
し
く
一
生
を
終
え
る
こ
と
に
は
耐
え
ら

れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
生
き
る
こ
と
の
意
味
は
、
考
え
て
も
考
え

て
も
、
つ
い
に
答
え
が
見
つ
か
り
そ
う
に
も
な
い
問
い
と
し
て
あ

る
。
自
己
を
問
う
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
が
自
己
を
問
う
の
で
は

な
い
。
自
己
を
超
え
た
他
に
よ
っ
て
自
己
が
問
わ
れ
る
場
に
立
た

さ
れ
て
い
る
と
い
う
所
に
、
問
い
に
よ
っ
て
、
開
か
れ
て
く
る
場

に
転
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
答
え
は
場
を
閉
じ
て
し
ま
う
が
、
問
い

は
、
問
い
か
ら
場
が
開
か
れ
、
そ
こ
に
立
ち
す
く
む
自
己
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
く
る
か
ら
尊
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

現
代
と
い
う
時
代
は
、
一
人
で
生
き
て
い
け
る
時
代
で
は
あ
る

が
、
人
間
と
し
て
、
一
人
で
は
生
き
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
知

ら
さ
れ
る
。
他
と
共
に
と
い
う
世
界
が
な
け
れ
ば
、
人
は
人
間
と

し
て
生
き
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
さ
ん
は
、「
貧
し
く
て
も
人
は
生
き
て
い
け

る
が
、
無
関
心
の
中
で
は
、
人
は
生
き
て
い
け
な
い
」
と
言
っ
て

お
ら
れ
た
と
い
う
。
孤
独
な
人
の
最
期
を
看
取
る
仕
事
の
中
で
、

「『
が
ん
ば
り
な
さ
い
』
と
い
う
言
葉
は
、
も
は
や
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。
必
要
な
の
は
、
た
だ
一
つ
、『
来
世
で
会
い
ま
し
ょ
う
』

と
い
う
、
こ
の
言
葉
だ
け
が
必
要
で
す
」
と
語
り
続
け
ら
れ
、
そ

の
言
葉
に
、
人
は
皆
、
死
の
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
た
顔
に
な
り
、

あ
る
人
は
笑
顔
に
な
っ
て
最
期
の
息
を
引
き
取
っ
て
い
か
れ
る
と

い
う
。◆ 

如
来
回
向

親
鸞
聖
人
の
『
教
行
信
証
』
は
、
往お

う
げ
ん還
二に

回え

向こ
う

論ろ
ん

を
全
体
の
骨

格
と
し
て
お
り
、
衆し

ゅ
じ
ょ
う生の
救
済
の
道
と
し
て
の
往
相
も
、
利り

益や
く

衆

親鸞聖人像
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生
の
道
と
し
て
の
還
相
も
、
と
も
に
如
来
回
向
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
宗
祖
は
、
八
三
歳
で
『
教
行
信
証
』
の
擱か

く

筆ひ
つ

の
後
、
八
四
歳
の
善ぜ

ん

鸞ら
ん

義
絶
の
前
後
に
は
、『
浄
土
三
経
往
生

文も
ん

類る
い

』『
如
来
二
種
回
向
文
』
な
ど
の
仮か

名な

聖し
ょ
う
ぎ
ょ
う

教
を
執
筆
さ
れ

て
、
関
東
の
門
弟
た
ち
に
送
っ
て
お
ら
れ
る
。
八
六
歳
の
頃
著
わ

さ
れ
た
「
正
像
末
和
讃
」
に
は
、

　

如
来
の
作さ

願が
ん

を
た
ず
ぬ
れ
ば　

苦
悩
の
有う

じ
ょ
う情

を
す
て
ず
し
て

　

回
向
を
首し

ゅ

と
し
た
ま
い
て　

大だ
い

悲ひ

心し
ん

を
ば
成じ

ょ
う
じ
ゅ就せ
り　

と
う
た
わ
れ
、
如
来
回
向
の
世
界
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

信
心
の
問
題
は
、
自
力
無む

効こ
う

を
、
自
力
無
効
と
し
て
知
ら
さ
れ
る

如
来
回
向
の
法
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
お
ま
か

せ
の
世
界
、
そ
れ
は
、
何
も
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
あ

ら
ゆ
る
こ
と
に
力
を
注
げ
る
こ
と
に
、
自
力
執
心
か
ら
離
れ
た
、

広
く
て
豊
か
で
、
そ
れ
故
に
本
来
の
、
も
と
も
と
の
世
界
が
あ
る

こ
と
を
感
じ
て
い
け
る
現
在
が
回
復
さ
れ
て
い
る
。

親
鸞
聖
人
の
最
晩
年
、
弟
子
に
筆
受
し
て
も
ら
っ
て
著
わ
さ
れ

た
「
自じ

然ね
ん

法ほ
う

爾に
し
ょ
う抄
」
に
は
、
往
還
二
回
向
論
が
、
い
さ
さ
か
の
は

か
ら
い
も
ま
じ
え
な
い
自
然
の
相
と
し
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。

獲ぎ
ゃ
く
の
字
は
、
因い

ん

位に

の
と
き
う
る
を
獲
と
い
う
。
得と

く

の
字

は
、
果か

位い

の
と
き
に
い
た
り
て
う
る
こ
と
を
得
と
い
う
な
り
。

名み
ょ
う

の
字
は
、
因
位
の
と
き
の
な
を
名
と
い
う
。
号ご

う

の
字
は
、

果
位
の
と
き
の
名
を
号
と
い
う
。

こ
れ
は
、
謎
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
が
、
宗
祖
に
は
、
し
ば
し

ば
、
因
と
果
を
配
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ

る
。
こ
れ
は
、
衆
生
の
信
心
獲
得
と
如
来
の
名
号
成
就
と
が
、
裏

表
一
体
の
如
き
同
一
事
で
あ
る
こ
と
が
、
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。つ

ま
り
、
往
相
回
向
と
し
て
の
衆
生
の
信
心
獲
得
と
、
還
相
回

向
と
し
て
の
如
来
の
名
号
成
就
と
が
、
往
還
二
回
向
の
言
葉
を
使

う
こ
と
な
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
お
の
ず
か
ら
し
か

ら
し
む
」
の
で
あ
り
、
は
か
ら
い
な
き
自
然
の
相
で
あ
る
。「
他た

力り
き

に
は
義ぎ

な
き
を
義
と
す
と
し
る
べ
き
な
り
」
と
あ
り
、
こ
れ

は
、『
歎た

ん

異に
し
ょ
う抄
』
の
第
一
〇
章
に
、「
念
仏
に
は
無
義
を
も
っ
て
義

と
す
。
不ふ

可か
し
ょ
う称
・
不
可
説せ

つ

・
不
可
思し

議ぎ

の
故ゆ

え

に
」
と
あ
る
言
葉
と

同
様
に
、
如
来
の
還
相
回
向
と
し
て
の
名
号
成
就
は
、
そ
れ
を
解
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い
ま
改
め
て
学
ぶ
─
親
鸞
と
蓮
如
の
こ
こ
ろ

説
し
て
分
か
っ
た
な
ど
と
い
う
知
的
理
解
の
対
象
で
は
な
く
、
自

力
無
効
と
い
う
、
自
己
の
存
在
解
体
と
再
生
の
ス
テ
ー
ジ
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

「
念
仏
は
、
自
我
崩
壊
の
響
き
で
あ
り
、
新
た
な
る
自
己
顕
現

の
う
ぶ
声
で
あ
る
」（
金
子
大
榮
師
）

世
の
中
は
、
比
較
・
優
劣
・
競
争
の
価
値
観
を
離
れ
得
な
い

が
、
そ
の
よ
う
な
価
値
観
は
、
自
力
が
生
み
出
す
も
の
と
し
て

持
っ
て
い
る
根
本
構
造
で
あ
る
。
そ
の
価
値
観
の
中
に
お
い
て

は
、
目
的
を
達
成
で
き
な
い
時
は
、
努
力
が
す
べ
て
無
駄
に
終
わ

り
、
無
意
味
な
人
生
に
な
り
か
ね
な
い
。

自
力
の
執
心
は
、
如
来
回
向
の
法
に
よ
っ
て
、
解
決
で
き
な
い

ま
ま
に
解
決
し
た
超
え
た
世
界
に
、
自
己
が
転
ぜ
ら
れ
る
。
自
力

の
執
心
に
よ
っ
て
自
己
が
成
り
立
っ
て
い
た
と
知
ら
さ
れ
る
、
厳

し
い
ま
な
ざ
し
と
の
出
遇
い
で
あ
る
。
煩
悩
具ぐ

足そ
く

の
凡ぼ

ん

夫ぶ

と
は
、

煩
悩
以
外
に
何
か
ま
し
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
自
己
が
煩

悩
を
具
足
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
も
な
く
、

煩
悩
を
具
足
し
た
者
以
外
に
自
己
は
ど
こ
に
も
な
い
と
い
う
、
救

わ
れ
よ
う
の
な
い
自
己
の
自
覚
表
現
で
あ
る
。

◆ 

機
法
二
種
深
信

蓮
如
上
人
の
『
御お

文ふ
み

（
御ご
ぶ
ん
し
ょ
う

文
章
）』
に
よ
る
教
化
・
布
教
の
方
法

は
、
当
時
の
「
惣そ

う

」
の
村
組
織
の
上
に
成
り
立
っ
て
、「
さ
び
さ

び
と
し
た
」
本ほ

ん

願が
ん

寺じ

が
、
ご
門も

ん

徒と
し
ゅ
う衆

の
崇
敬
を
集
め
る
こ
と
と

な
っ
た
の
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
民
衆
の
信
仰
を
集
め
る
た
め

に
は
、
様
々
な
方
策
が
あ
り
得
よ
う
が
、
蓮
如
上
人
は
、
普
遍
的

と
言
え
る
親
鸞
聖
人
の
信
の
世
界
か
ら
、
離
れ
る
こ
と
な
く
、

も
っ
ぱ
ら
機き

法ほ
う

二に

種し
ゅ

深じ
ん

信し
ん

と
六ろ

く

字じ
し
ゃ
く釈
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
時
代

の
人
々
の
心
を
つ
か
む
道
を
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
善ぜ

ん

導ど
う

大
師

の
機
法
二
種
深
信
と
は
、

自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生し
ょ
う
じ死

の
凡
夫
、
曠こ

う
ご
う劫

よ
り
已こ

の
か
た来

、
常

に
没
し
常
に
流る

転て
ん

し
て
、
出し

ゅ
つ
り離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
と
信
ず
。

か
の
阿
弥
陀
仏
の
四し

じ
ゅ
う十
八は

ち

願が
ん

は
衆
生
を
摂し

ょ
う
じ
ゅ受し
て
、
疑
い
な

く
慮

お
も
ん
ぱ
かり
な
く
か
の
願が

ん
り
き力
に
乗
じ
て
、
定さ

だ

ん
で
往
生
を
得う

と
信

ず
。

と
あ
り
、
如
来
回
向
と
の
出
遇
い
は
、「
出
離
の
縁
あ
る
こ
と

な
し
」
と
い
う
凡
夫
の
自
覚
を
必
要
と
す
る
。
救
わ
れ
な
い
と
い
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【
　
総
　
論
　
】

う
自
覚
が
、
救
わ
れ
る
法
と
の
出
遇
い
に
よ
っ
て
起
こ
る
。
自
分

で
考
え
た
救
わ
れ
な
い
自
覚
は
、
底
が
あ
る
。
自
分
で
気
づ
い
た

凡
夫
の
自
覚
は
、
底
が
あ
り
、
徹
底
し
な
い
。「
深じ

ん

広こ
う

無む

崖が
い

底て
い

」

と
し
て
の
凡
夫
の
自
覚
は
、
如
来
の
本
願
と
の
出
遇
い
以
外
に
起

こ
り
よ
う
が
な
い
。
救
わ
れ
難
き
凡
夫
の
自
覚
を
得
た
者
は
、
如

来
の
本
願
の
内
に
あ
る
と
言
え
る
。

蓮
如
上
人
の
『
御
文
』
に
は
、「
五ご

し
ょ
う
さ
ん
し
ょ
う

障
三
従
」
と
し
て
の
女に

ょ

人に
ん

を
、
罪
深
き
こ
と
と
し
て
機き

を
引
き
出
そ
う
と
さ
れ
た
文
章
表
現

が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
が
、
機
法
二
種
深
信
に
よ
る
正

し
ょ
う
じ
ょ
う
じ
ゅ

定
聚
の

生
活
の
確
立
を
、
世
間
に
も
家
庭
に
も
期
待
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ

ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。
住

じ
ゅ
う

正
定
聚
か
ら
必ひ

っ

至し

滅め
つ

度ど

へ
は
、
如

来
の
第
一
一
願
で
あ
る
が
、
如
来
回
向
は
、
滅
度
が
穢え

土ど

に
正
定

聚
を
開
き
、
住
正
定
聚
は
、
自
力
が
行
き
づ
ま
る
場
に
初
め
て
起

こ
り
、
機
法
二
種
深
信
の
場
で
あ
り
、
聖し

ょ
う
ど
う道の
慈
悲
か
ら
浄
土
の

慈
悲
へ
の
「
か
わ
り
め
」（『
歎
異
抄
』
第
四
章
）
で
あ
る
。

ま
た
、
蓮
如
上
人
が
、
親
鸞
聖
人
の
「
正し

ょ
う
し
ん
げ

信
偈
」
と
「
三さ

ん
じ
ょ
う帖

和
讃
」
の
勤ご

ん
ぎ
ょ
う行
本
を
開
版
・
印
刷
し
て
、
ご
門
徒
の
毎
日
の
勤

行
次
第
を
確
定
さ
れ
た
意
義
は
、
非
常
に
大
き
い
と
言
わ
れ
て
い

る
。
日
々
の
生
活
の
中
に
、
勤
行
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
な
け
れ

ば
、
教
え
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
る
か
分
か
ら
な
い
可
能
性
が

あ
っ
た
中
で
、
形
に
ま
で
な
っ
て
い
る
礼ら

い
は
い拝

・
讃さ

ん
だ
ん嘆

は
、
歴
史
を

く
ぐ
っ
て
受
け
継
が
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
蓮
如
上
人
は
、

六
字
・
十
字
の
名
号
本
尊
を
、
ご
門
徒
の
願
い
に
応
じ
て
、
し
ば

し
ば
筆
で
書
か
れ
て
下
付
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
日
々
の
勤

行
の
ほ
か
に
も
、
お
寺
の
内な

い
じ
ん陣

・
外げ

陣
の
改
変
、
三
具
足
に
よ
る

荘し
ょ
う
ご
ん厳、
色し

き

衣え

を
排
し
て
黒こ

く

衣
と
し
た
威
儀
の
改
め
な
ど
、
天
台

宗
の
流
れ
か
ら
の
脱
却
を
は
か
ら
れ
た
。

浄
土
真
宗
は
い
ま
だ
宗
名
を
認
め
ら
れ
ず
、
一い

っ
こ
う向

宗
と
か
門
徒

衆
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
ら
し
い
。

作
家
司し

馬ば

遼り
ょ
う
た
ろ
う

太
郎
氏
に
よ
る
と
、
北
陸
の
か
つ
て
の
加
賀
の
国

に
入
る
と
、
独
特
な
日
本
語
表
現
に
出
会
い
、
文
法
用
語
で
言
う

と
、
受
動
態
の
謙
譲
語
を
多
用
す
る
日
常
会
話
で
あ
ふ
れ
て
い
る

ら
し
い
。「
ご
飯
を
食
べ
る
」
と
い
う
の
を
、「
ご
飯
を
食
べ
さ
せ

て
い
た
だ
く
」
と
言
い
、「
本
を
読
む
」
と
い
う
の
を
、「
本
を

読
ま
さ
し
て
い
た
だ
く
」
と
言
う
。「
生
き
て
い
る
」
と
言
わ
ず

に
、「
生
か
さ
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
」
と
言
う
。
生
活
ま
で
に

な
っ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
特
異
な
日
本
語
表
現
は
、
司
馬
遼
太
郎

氏
に
よ
る
と
、
親
鸞
・
蓮
如
の
浄
土
真
宗
の
絶
対
他
力
の
思
想
に

よ
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
戦
国
時
代
に
は
、
加
賀
の
国
は

農
民
の
自
治
の
国
で
あ
っ
た
。「
百
姓
の
持
ち
た
る
国
」
と
言
わ
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い
ま
改
め
て
学
ぶ
─
親
鸞
と
蓮
如
の
こ
こ
ろ

れ
、
年
貢
は
本
願
寺
に
納
め
る
独
立
国
で
あ
り
、「
真
宗
王
国
」

と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
大
名
を
置
か
ず
に
、
民
衆
の
力
で
百

年
近
く
も
自
治
を
し
た
の
は
、
我
が
国
の
歴
史
で
は
、
国
が
成
立

し
て
以
来
、
空
前
絶
後
の
こ
と
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

加
賀
の
国
で
は
、
世
間
的
な
不
運
や
不
幸
が
あ
っ
た
り
す
る

と
、
回
り
か
ら
、「『
ご
催さ

い
そ
く促

さ
ま
』
だ
ね
」
と
言
わ
れ
る
ら
し

い
。
何
の
ご
催
促
な
の
か
と
言
う
と
、「
念
仏
申
さ
る
べ
し
」
と

い
う
ご
催
促
だ
と
。
そ
こ
に
は
、
世
間
的
な
不
運
や
不
幸
や
失
敗

を
、
き
ち
っ
と
自
己
責
任
と
し
て
引
き
受
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が

教
え
に
転
ぜ
ら
れ
て
い
く
正
定
聚
の
場
が
開
け
て
き
て
い
る
。

「
ご
催
促
さ
ま
」
と
い
う
二
重
の
敬
語
表
現
を
も
っ
て
す
る
の

は
、
そ
こ
に
は
、
自
分
の
思
い
込
み
・
愚
か
さ
を
見
破
る
如
来
の

真
実
の
智
慧
の
は
た
ら
き
を
讃さ

ん
ご
う仰

す
る
広
い
深
い
世
界
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

い
に
し
え
の
真
宗
門
徒
の
間
で
は
、
よ
く
、「
お
前
の
後ご

し
ょ
う生
の

一
大
事
は
ど
う
な
っ
て
る
」
と
、
事
あ
る
ご
と
に
問
い
、
信
心

を
確
か
め
合
う
言
葉
と
し
て
い
た
と
い
う
。
蓮
如
上
人
が
、『
御

文
』
の
中
で
、「
後
生
た
す
け
た
ま
へ
」
と
し
ば
し
ば
語
ら
れ
、

有
名
な
「
白は

っ
こ
つ骨
の
御
文
」（
五
帖
目
第
一
六
通
）
で
は
、「
た
れ
の
ひ

と
も
は
や
く
後
生
の
一
大
事
を
こ
こ
ろ
に
か
け
て
」
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
。
そ
の
「
後
生
の
一
大
事
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
解
釈

が
い
ろ
い
ろ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
真
宗
門
徒
に
と
っ
て
、
あ
る
い

は
、
仏
教
徒
に
と
っ
て
、「
一
大
事
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、「
必
至
滅
度
」「
証し

ょ
う
だ
い
ね
は
ん

大
涅
槃
」
以
外
に
は
あ
り
得
る
は

ず
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。『
御
文
』
一
帖
目
第
四
通
の
中
に
、「
正

定
聚
に
住
す
る
が
ゆ
え
に
、
か
な
ら
ず
滅
度
に
い
た
る
」
と
あ

り
、
如
来
の
第
一
一
願
、
必
至
滅
度
の
願
の
こ
と
が
言
わ
れ
る
。

す
る
と
、
そ
の
「
一
大
事
」
に
必
至
す
る
「
住
正
定
聚
」
こ
そ

が
、
穢
土
の
課
題
で
あ
る
。「
涅
槃
の
真
因
は
た
だ
信
心
を
も
っ

て
す
」（「
信
巻
」
二
二
三
頁
）
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
信
心
獲

得
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
蓮
如
上
人

は
、
そ
れ
を
平へ

い

生ぜ
い

業ご
う
じ
ょ
う

成
と
言
わ
れ
て
い
る
。

親
鸞
聖
人
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
往
還
二
回
向
の
自
然
法
爾
の
世

界
が
、
一
点
の
ゆ
ら
ぎ
も
な
く
、
当
時
の
民
衆
に
手
渡
し
さ
れ
て

い
る
の
を
感
ず
る
が
、
現
代
の
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
の
こ
と

は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
。「
も
の
を
申
せ
」「
談
合
せ
よ
」
と
、

平
座
の
対
話
の
大
切
さ
を
、
事
あ
る
ご
と
に
語
っ
て
お
ら
れ
た
と

い
う
蓮
如
上
人
の
言
葉
に
、
深
く
教
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
よ
う

に
思
う
。

（
聖
典
の
言
葉
は
、
東
本
願
寺
出
版
『
真
宗
聖
典
』
に
拠
る
）


