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法
然
と
親
鸞
の
人
間
観
の
相
違

一
　

法
然

と
親
鸞

の
関
係

法
然
と
親
鸞
の
思
想
は
こ
れ
ま
で
盛
ん
に
研
究
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ

え
に
、
彼
ら
の
思
想
の
意
義
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て

は
、
様
々
な
見
解
が
出
さ
れ
て

い
る
。

例
え
ば
、
彼
ら
の
思
想
が
鎌
倉
時
代
に
お
け

る
仏
教
の
革
新
運
動
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
形
骸
化
し
腐
敗

し
て

い
た
従
来
の
仏
教
を
否
定
し
、
改
革
し
た
も
の
と
し
て
法
然
と
親
鸞

の
思
想
は
し
ば
し
ば
評
価
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
従
来
の
仏
教
に
存

在
し
て
い
た
思
想
の
流
れ
の
展
開
と
し
て
、
法
然
と
親
鸞
を
理
解
す
る
と

い
う
場
合

も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
研
究
に
お
い
て
は
、
法
然

が
先
駆
者
で
あ
り
、

親
鸞
が
そ
の
完
成
者
で
あ
る
と
す
る
場
合
が
し
ば
し
ば
見
受
け

ら
れ
る
。

法
然
と
親
鸞
は
師
弟
で
あ
る
の
で
、
共
通
し
た
思
想
の
枠
組
み
を
持
っ
て

斎
　
藤
　

真
　
希

い
る
。
そ
の
反
面
、
二
人
の
思
想
に
は
相
違
す
る
点
も
数
多
く
存
在
す
る
。

そ
う
し
た
両
者
の
関
係
が
、
先
駆
的
で
不
徹
底
な
思
想
と
、
完
成
し
て
徹

底
し
た
思
想
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
傾
向

が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

な

ぜ
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の
一

つ
と
し
て
、
法
然
思
想
が
相
反
す
る
二

つ
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え

る
の
に
対
し
て
、
親
鸞
思
想
は
矛
盾
す
る
要
素
を
持
た
な
い
純
粋
な

も
の
に
見
え
る
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、

法
然
の
思
想

が
未
だ
に
不
徹
底
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
親
鸞
は

そ
れ
を
徹
底
さ
せ
た
と
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
今
回
の
テ
ー
マ
と
な
る
人
間
観
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
え

る
と
思
う
。二

　

法

然
と
親
鸞

の
相
違
点

法
然
と
親
鸞
は
共
に
彼

ら
の
時
代
の
人
間
を
、
末
法
と
い
う
悪

い
時
代
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に
生
き
る
、
劣
っ
た
存
在
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
法
然
と
親
鸞
に
よ
る

な
ら
ば
、
こ
う
し
た
末
法
の
人
間

は
悪
い
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
現
世
で

修
行
し
て
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
称
名
念
仏
に
よ
る
な
ら

ば
、
阿
弥
陀
仏
の
助
け
に
よ
っ
て
極
楽
往
生
を
遂
げ
、
最
終
的
に
成
仏
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
末
法
の
人
間
は
称
名
念
仏
に
よ
っ
て

極
楽
往
生
を
遂
げ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

つ
ま
り
、
法
然
と
親
鸞
は
共
通
し
て
、
人
間

を
末
法
の
劣
悪
な
存
在
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
人
間
の
救
い
の
方
法
と
し
て
、

念
仏
往
生
を
主
張
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
法
然
と
親
鸞
を
比
較

す
る
と
、
彼
ら
の
人
間
に
関
す
る
言
説
に
は
、
異
な
る
点
が
存
在
し
て

い

る
。
こ
う
し
た
違

い
と
し
て
、
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
次
の
三
つ
の
も

の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

一
つ
目
は
、
人
間

を
徹
底
し
て
悪

い
も
の
と
す
る
か
否
か
の
違

い
で
あ

る
。
法
然
は
基
本
的
に
人
間
を
末
法
の
劣
っ
た
存
在
と
し
つ
つ
も
、
相
対

的
に
善
い
も
の
と
す
る
場
合

が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
親
鸞
は
人
間
を

徹
底
し
て
悪
い
も
の
と
し
か
考
え
な

い
。

二
つ
目
は
、
自
分
が
劣
悪
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
自
覚

が
、
極
楽
往
生

の
条
件
で
あ
る
か
否
か
の
違

い
で
あ
る
。
法
然
は
往
生
の
た
め
に
必
ず
し

も
悪
の
自
覚
を
必
要
と
し
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
親
鸞
は
自
身
が
悪

い

も
の
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
、
往
生
の
た
め
に
必
要
と
す
る
。

三
つ
目
は
、
善
人
と
悪
人

の
ど
ち
ら
が
優
先
し
て
往
生
す
る
か
の
違
い

で
あ
る
。
法
然
は
念
仏
に
よ
る
な
ら
ば
、
善
人

も
悪
人
も
平
等
に
往
生
す

る
と
説
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
親
鸞
は
善
人
で
は
な
く
悪
人
こ
そ

が
往
生
を
遂
げ
る
と
す
る
。

三
　

先

行
研
究
に
よ

る
解

釈

以
上
の
よ
う
な
相
違
点
に
基

づ
い
て
、
し
ば
し
ば
法
然
と
親
鸞
は
共
に

人
間

の
悪
を
己
の
課
題
と
し
て

い
た
。
し
か
し
、
悪
と
取
り
組
む
姿
勢
は
、

法
然
よ
り
も
親
鸞
の
方
が
徹
底
し
て

い
た
、
と
い
う
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
法
然
と
親
鸞
は
共
に
、
人
間
の
根
源
悪
を
問
題
に
し
て
い
た
。

し
か
し
、
法
然
に
比
べ
て
親
鸞
は
よ
り
徹
底
し
た
段
階
に
あ
っ
た
、
と
い

う
理
解
の
仕
方
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
る
と
、
人
間
を
末
法

の
衆
生
と
み
な
す
の
は
、
人
間
を
根
源
的
に
悪
で
し
か
な
い
存
在
と
考
え

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
救
済
こ
そ
が
、
法
然
と

親
鸞
の
思
想
的
な
課
題
で
あ
っ
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
法
然
は
人
間
を
相
対
的
に
善
と
す
る
場
合
が
あ
る
の
に
対

し
、
親
鸞
は
人
間
を
徹
底
し
て
悪
い
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
法
然
が
自
己

の
悪
の
自
覚
を
そ
れ
ほ
ど
重
視
し
な
い
の
に
対
し
、
親
鸞
は
自
己
の
悪
の

自
覚
を
必
要
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
違
い
は
、
人
間
の
根
源
悪
に
向
き
合
う
、
法
然
と
親
鸞
の

態
度
の
違

い
で
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
を
徹
底

し
た
悪
と
考
え
、
悪
の
自
覚
を
要
求
す
る
親
鸞
は
、
そ
う
で
は
な
い
法
然

に
比
べ
て
、
よ
り
深
く
人
間

の
根
源
悪
と
そ
の
救
済
に
向
き
合
っ
て
い
た

と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
法
然
と
親
鸞
は
共
に
、
権
力
者
か
ら
悪
と
さ
れ
、
貶
め
ら

れ
た
民
衆
の
解
放
を
自
己
の
課
題
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
課
題
の
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探
求
に

お
い
て
、
法
然
よ
り
も
親
鸞
が
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う

理
解
の
仕
方

も
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
権

力
者
は
自
ら
を
善
人
で
あ
る
と
誇
り
、
民
衆
に
悪

の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
、

世
俗
的
に
も
宗
教
的
に
も
貶
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
中
、
法
然
と
親
鸞
は

念
仏
と

い
う
、
悪
人

が
往
生
を
遂
げ
る
道
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
抑
圧

さ
れ
た
民
衆
に
対
し
て
、
宗
教
的
な
解
放
と
平
等
を
約
束
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
法
然
が
善
人
と
悪
人
の
平
等
な
往
生
を
説
く
の
に
対
し
て
、

親
鸞
は
悪
人
こ
そ
が
往
生
を
遂
げ
る
と
主
張
す
る
。
こ
う
し
た
違

い
は
、

民
衆
の
解
放
と
い
う
課
題
に
対
す

る
、
両
者
の
取
り
組
み
の
違
い
を
表
し

て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
悪
人
こ
そ
が
往
生
す
る
と
説
く
親

鸞
の
方
が
、
抑
圧
さ
れ
た
民
衆
の
解
放
を
志
す
態
度
に
お
い
て
、
善
人
と

の
平
等
を
説
く
に
過
ぎ
な
い
法
然
よ
り
も
、
徹
底
し
た
も
の
が
あ
っ
た
と

論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
法
然
と
親
鸞
は
念
仏
に
よ
る
末
法
の
衆
生
の
往
生
を

説
く
と

い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
一
の
主
題
を
追
求
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
主
題
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
人
間
の
根
源
悪
か
ら
の
救
済
で
あ
っ
た

り
、
抑
圧
さ
れ
た
民
衆
の
解
放
で
あ
っ
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
主
題
の
探
求
に
お
い
て
、
法
然
は
未
だ
に
不
十
分
で
矛
盾
す
る
点
を
残

し
た
の
に
対
し
、
親
鸞
は
徹
底
し
て
い
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
両
者
の
違
い
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
、
法
然

と
親
鷽
の
人
間
観
の

違
い
は
理
解
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
法
然
と
親
鸞
の
人
間
観
に
つ
い
て
、

こ
れ
と
は
別
の
見
方

を
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
法
然
と
親
鸞
の
人
間
に
関
す

る
言
説
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
の
あ
り
方
に
応
じ
て
、
必
然
性
を
も
っ
て

説
か
れ
て
い
る
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
相
互

に
異

な
っ
た
両
者
の
人
間
観
を
、
同
一
の
主
題
の
も
と
に
把
握
す
る
必
要

は
必
ず
し
も
な
い
の
で
は
な
い
か
。
以
下

、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
法

然
と
親
鸞
の
人
間
観
を
比
較
し
て
い
く
。

四
　

法
然

の
思
想

法
然
に
と
っ
て
、
末
法
の
人
間
で
あ
る
こ
と
は
、
善
を
お
こ
な
う
こ
と

が
難
し
く
、
悪
を
お
こ
な
う
こ
と
が
盛
ん
で
あ
る
状
態
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
人
間
に
適
し
た
成
仏
の
方
法

が
、
念
仏
に
よ
る
往

生
で
あ
る
と
い
う
。

も
し
も
、
現
世
で
修
行
し
て
成
仏
す
る
こ
と
を
目
指
す
な
ら
、
悪
を
止

め
て
善
を
お
こ
な
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。

つ
ま
り
煩
悩
な
ど
を
と
ど
め
て
、

様
々
な
修
行
を
お
こ
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
は
末
法
の
人

間
に
は
不
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
必
要
な
の
は
、
た

だ
日
々
念
仏
を
相
続
し
て
い
く
こ
と
の
み
で
あ
る
。
こ
の
際
に
、
ど
れ
ほ

ど
悪
業
を
お
こ
な
っ
て
も
、
往
生
を
妨
げ

る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
そ
の
逆

に
、
ど
れ
ほ
ど
善
業
を
お
こ
な
っ
て
も
、
往
生
を
遂
げ
や
す
く
な
る
こ
と

は
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
で
あ
れ
ば
、
末
法
の
人
間
で
も
お
こ
な
う
こ
と

が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
末
法
の
人
間
は
、
現
世
に
お
け
る
成
仏
を
諦
め
、
念
仏



往
生
を
志
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
自
分
が
末
法
の
悪

い
人
間

で
あ
る
と
自
覚
し
、
念
仏
こ
そ
が
自
分
に
ふ
さ
わ
し
い
方
法
で
あ
る
と
信

じ
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、
自
己
の
悪
を
自
党
す
る
こ
と
は
実
は
、
往
生
の
条
件
と
し
て

絶
対
に
必
要
な
も
の
で
は
な
い
。
法
然
に
お
い
て
、
往
生
の
た
め
に
重
視

さ
れ
る
の
は
、
自
己
の
悪
を
自
覚
す
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
己
の
善

悪
に
拘
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
自
己
の
善
悪
に
拘
り
を
持
つ
者
は
、
念
仏
の
実
践
で
は

な
く
、
念
仏
以
外
の
行
業
に
よ
っ
て
往
生
が
決
定
す
る
と
い
う
、
誤
っ
た

考
え
を
抱
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
念
仏
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

往
生
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
末
法
の
人
間

が
成
仏
す
る
に
は
、

念
仏
の
実
践
に
専
念
す
る
こ
と
の
み
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
自

己

の
善
悪
を
気
に
か
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

自
己
の
善
悪
に
拘
る
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
自
分
が
戒
律
を
破
る
な
ど

の
悪
業
を
な
し
た
た
め
に
、
念
仏
し
て
も
往
生
で
き
な
い
の
で
は
な

い
か
、

と
い
っ
た
疑
念
を
抱
く
こ
と
で
あ
る
。
法
然
は
こ
の
よ
う
な
疑
念
を
解
消

す
る
た
め
に
、
五
逆
罪
を
作

っ
た
人
間
な
ど
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
法
然
に
よ
れ
ば
、
五
逆
罪
と
い
う
重
罪
を
犯
し
た
者
で
あ
っ

て
も
、
念
仏
す
れ
ば
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
彼
ら
ほ

ど
の
罪
を
犯
し
て
い
な
い
者
が
、
い
か
に
罪
を
作
っ
て
い
よ
う
と
、
そ
の

た
め
に
念
仏
往
生
を
疑
う
必
要
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
法
然
は
五
逆
罪
を
犯
し
た
人
間
と
そ
う
で
は
な
い
自

分
た
ち
を
比
較
し
、
自
分
た
ち
を
相
対
的
に
善
な
る
も
の
と
捉
え
て

い
る
。

こ
う

し
た
言

説

の
目

的

は
、
念

仏
往

生

を
志

す
者

に
、
自

己

の
善
悪

に
拘

る
心

を
捨
て

さ
せ

る

こ
と
で

あ

る
と
考

え
る

こ
と

が
で

き

る
だ
ろ

う
。

こ

の
よ

う
な
法

然

に
お

い
て
、
善

人
で

あ

る
こ
と

や
、
悪
人

で

あ
る

こ

と
は

、
究
極

的
に

は
全

く
意
味

を
持

た

な

い
事
柄

で
あ

る
。

と

い
う
の

も
、

善
人

や
悪

人

で

あ

る
か

ら
と

い
っ
て

、
往

生

が
遂

げ

や

す
く

な
っ

た
り

、

遂
げ

に
く

く
な

っ
た

り
す

る
こ

と
は

な

い
。
必
要

な

の
は

た
だ
念

仏
を

実

践
す

る
こ

と
の

み
で

あ

る
。
し

た

が
っ
て
法

然
の
立
場

で

は
、
念

仏
に

よ

る
な

ら
ば

、
善
人

も
悪

人

も
平
等

に
往

生
す

る
と
言

え
る

。

以

上
、
法

然
思

想

に

つ
い
て
概

説

し
た
。
法

然

は
自

己

の
善
悪

、

す
な

わ
ち
念
仏
以

外

の
行
業

に

よ

っ
て
成
仏

を
求

め
る

こ
と
と

、
念
仏

に
専

念

し
て

往
生

を
求

め

る
こ
と

を
対
立

さ

せ
て

い
る
。
そ

し
て

、
念
仏
以

外

の

行
業

に
は
一

切
心

を

か
け

ず
、
日

々
念

仏
を

相
続
し
て

い
く
こ

と
を
重

視

し

て

い
る
。

そ

し
て

、

こ
の

よ
う

な
法

然

思
想

の
あ

り
方

に

基

づ

い
て

、

現
在

の
人

間

を
相
対

的
に

善
と

す

る
こ
と
、
悪

の
自

覚
を

往
生

の
た

め
に

必
要

と

し
な

い
こ

と
、
善

人

と
悪

人

の
平
等

な
往
生

を
説

く

こ
と
な

ど

が

説

か

れ
て

い
る
と
言

え

る
。

五
　

親

鸞
の
思
想

こ
の
よ
う
な
法
然
に
対
し
、
親
鸞
の
思
想
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
親
鸞
に
お
い
て
、
末
法
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

自
己

の
な
す
一
切
の
働
き
が
、
煩
悩
に
よ
っ
て
汚
れ
た
輪
廻
の
業
で
し
か

な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
人
間
は
、
成
仏
に
向
か
う
た
め
の
善
業
を
、
全
く
お
こ
な
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う
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
人
間
に
つ
い
て
、
相
対
的
に
で
も
善

で
あ
る
と
論
じ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
は
人
間

を
徹
底
し
て
悪

い
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。

親
鸞
思
想
に
お

い
て
は
、
こ
う
し
た
人
間

を
救
済
す
る
も
の
と
し
て
、

阿
弥
陀
仏
の
他
力
が
説
か
れ
て

い
る
。
阿
弥
陀
仏
の
他
力
は
ど
の
よ
う
な

悪
業
に
も
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
往
生
さ
せ
る
。
し

た
が
っ
て
、
末
法
の
人
間
が
成
仏
す
る
に
は
、
自
分
の
は
か
ら
い
や
努
力

に
よ
ら
ず
、
阿
弥
陀
仏
の
他
力
に
よ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
自
分
が
悪
人
で
あ
る
こ
と
を
深
く
自
覚
し
て
、
自
ら
の

は
か
ら
い
や
努
力
を
捨
て
る
と
共
に
、
阿
弥
陀
仏
を
深
く
信
じ
て
、
他
力

に
頼
る
と
い
う
態
度
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
態
度
は
信
心
と
呼
ぱ
れ
、

念
仏
と
共
に
往
生
の
要
因
と
し
て
重
視
さ
れ
て

い
る
。

ち
な
み
に
、
信
心
は
悪
人
で
し
か
な
い
人
間
白
身
の
は
か
ら
い
で
は
な

く
、
他
力
の
働
き
に
よ
っ
て
生
じ
る
心
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
念
仏

は
こ
う
し
た
信
心
に
伴
っ
て
、
自
ず
か
ら
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
。
つ
ま
り
、
親
鸞
に
お
い
て
往
生
の
過
程
は
他
力
に
よ
っ
て
の
み
実

現
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
人
間
自
身
の
働
き
は
一
切
関
わ
る
こ
と
が

な
い
の
で
あ
る
。

悪
人

こ
そ
が
救
わ
れ
る
と
い
う
言
説
も
、
こ
う
し
た
考
え
方
に
基

づ
い

て
言
わ
れ
て
い
る
。
し
ば
し
ば
親
鸞
は
、
善
人
で
は
な
く
悪
人
こ
そ
が
往

生
す

る
と
主
張
し
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ

ろ
で
、
こ
の
主
張
に
お
い

て
、
善
人
と
は
自
ら
の
は
か
ら
い
や
努
力
に
よ
っ
て
、
成
仏
が
可
能
で
あ

る
と
誤
解
す
る
人
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
悪
人
と
は
、

自
己
の
は
か
ら
い
や
努
力
を
止
め
て
、
他
力
に
頼
る
人
を
意
味
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
善
人
で
は
な
く
悪
人
こ
そ
が
救
わ
れ
る
と
は
、
自
己

の
働

き
に
執
着
す
る
者
で
は
な
く
、
他
力
に
頼
る
者
こ
そ
が
往
生
す
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。

以
上
、
親
鸞
思
想
に
つ
い
て
概
説
し
た
。
親
鸞
は
人
間
自
身
の
働
き
と

他
力
を
対
立
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
自
己
の
は
か
ら
い
や
努
力
を
離
れ
て
、

阿
弥
陀
仏
の
他
力
に
よ
る
と

い
う
、
内
面
的
な
態
度
の
転
換
を
重
視
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
親
鸞
の
思
想
の
あ
り
方
に
基
づ
い
て
、
人
間
を
徹
底
し

て
悪
人

と
す
る
こ
と
、
悪
の
自
覚
を
往
生
の
た
め
に
必
要
と
す

る
こ
と
、

善
人
で
は
な
く
悪
人
こ
そ
が
往
生
す

る
こ
と
な
ど
の
言
説
は
説
き
だ
さ
れ

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

六
　

結
論

法
然
と
親
鸞
は
現
在
の
人
間
を
末
法
の
劣
っ
た
存
在
と
し
、
念
仏
に
よ

る
往
生
を
求
め
る
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
共
通
し
た
枠

組
み
を
持
ち
な
が
ら
も
、
両
者
の
思
想
に
は
か
な
り
異
な
る
点

が
存
在
し

て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
し
ば
し
ば
、
法
然
と
親
鸞
の
思
想
は
、
同
一
の

主
題
を
追
求
し
た
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。
同
一
の
主
題
と
は
、

例
え
ば
根
源
悪
か
ら
の
救
済
や
、
抑
圧
さ
れ
た
民
衆
の
解
放
と
い
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
題
を
追
求
す
る
程
度
の
違
い
を
反
映
す
る
も

の
と
し
て
、
法
然
と
親
鸞
の
相
違
点
は
理
解
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
し

か
し
、
法
然
と
親
鸞
の
思
想
を
同
一
の
主
題
の
も
と
に
把
握
す
る
必
要
は
、



必
ず
し
も
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

法
然
は
念
仏
の
実
践
に
専
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
往
生
を
求
め
る
こ

と
を
重
視
し
て

い
る
。
そ
の
際
に
、
自
己
の
善
悪
に
拘
泥
し
、
念
仏
以
外

の
行
業
に
よ
っ
て
往
生
や
成
仏
を
求
め
る
態
度
を
、
厳
し
く
否
定
し
て

い

る
。
そ
の
一
方
で
親
鸞
は
、
阿
弥
陀
仏
の
他
力
を
信
じ
頼
る
こ
と
で
、
往

生
を
求
め
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
自
分
自
身
の
は
か
ら

い
や
努
力
に
よ
っ
て
、
往
生
や
成
仏
を
求
め
る
態
度
を
翻
し
捨
て
ね
ば
な

ら
な
い
と
す
る
。

つ
ま
り
、
法
然
が
念
仏
以
外
の
行
業
を
心
に
か
け
ず
、
た
だ
念
仏
を
実

践
す
る
こ
と
を
求
め
る
の
に
対
し
て
、
親
鸞
は
自
己
の
は
か
ら
い
や
努
力

を
離
れ
他
力
に
頼
る
と
い
う
、
内
面
的
な
態
度
の
転
換
を
要
求
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
法
然
と
親
鸞
の
関
係
と
は
、
同
一
の
主
題
を
追
求
す
る
も

の
同
士
と
い
う
よ
り

も
、
そ
れ
ぞ
れ
焦
点
と
す
る
も
の
が
異
な
る
思
想
で

あ
る
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
法
然
と
親
鸞
は
共
通

し
た
枠
組
み
を
用

い
つ
つ
も
、
互

い
に
異
な
る
事
柄
を
追
求
し
た
と
言
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

法
然
と
親
鷽
の
間

の
相
違
点
も
、
そ
の
よ
う
な
両
者
の
思
想
の
あ
り
方

の
違

い
に
応
じ
て
、
生
じ
て

い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

人
間
を
徹
底
し
て
悪

と
す
る
か
否

か
、
往
生
の
た
め
に
悪
の
自
覚
を
必
要

と
す
る
か
否
か
、
善
人
と
悪
人
の
ど
ち
ら
が
優
先
し
て
往
生
す
る
か
、
と

い
う
違

い
も
ま
た
、
念
仏
の
実
践
を
重
視
す
る
法
然
と
、
内
面
的
な
態
度

の
転
換
を
重
視
す

る
親
鸞
の
、
思
想
の
あ
り
方
の
違

い
を
反
映
し
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。

（
１
）
　
石
田
瑞

麿
「
法
然
に
お
け

る
二
つ
の
性
格
」
『
日
本

仏
教
思
想
研
究
４
』
法
蔵

館
、
一
九
八

六
年
。

（
２

）
　
信
楽

峻
麿

「
法
然

浄
土

教
と
親

鸞
浄

土
教

」
『
親

鸞

と
浄
土

教

』
法
蔵

館
、

二
〇
〇
四

年
、
家

永
三
郎
「
親
鸞
の
思
想
の
成
立
に
関
す

る
思
想
史
的
考
察
」
「
家

永
三
郎
集

２
」

岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
。

（

３
）
　
二
葉
憲

香
編

「
親
鸞

の
ひ

ら
い
た
歴
史
的
地
平
」
『
親
鸞
の

す
べ
て

』
新
人

物

往
来
社

、
一
九
八
四
年
。

（
４

）
　
『
煩
悩
具
足

し
て

わ
ろ
き
身
を
も
て
、
煩
悩

を
断
じ
、

さ
と
り
を
あ

ら
は
し

て

成
仏
す

と
心
え
て
、
昼
夜

に
は
げ
め

ど
も
、

光
始
よ
り
貪

瞋
具
足
の
身

な
る

が
ゆ
え
に
、
な
が
く
煩
悩
を
断
ず
る
事
か
た
き
な
り
。
か
く
断
じ
が
た
き
无
明

煩

悩
を
三
毒

具
足

の
心
に
て
断

ぜ
ん
と

す
る
事
、
た
と

へ
ぱ
須

弥
を
針

に
て
く

だ
き
、
大
海
を
芥
子

の
ひ
さ
く
に
て
く
み
つ
く
さ
ん

が
ご
と
し
」
（

大
橋
俊
雄
訳

「
念
仏
往
生
嬰

義
抄
」
「
法
然
全
集
３
」
春
秋
社
、
一
九
八
九
年

、
二
一
三
頁

）
。

（
５
）
　
念
仏

を
実
践

す
る
具
体

的
な

や
り
方

と
し
て
、
法
然

は
相
続
と

い
う
こ
と
を

非

常
に

重
視
し
て

い
る
。

相
統
と

は
、
念

仏
を
絶
え
間

な
く
称
え
続
け

る
こ
と

で
あ
る
。問

。
日

別
ノ
念
仏

ノ
数
返

ハ
、
相
続

ニ
イ
ル

ホ
ド
ハ
。
イ
カ

ゞ
ハ
カ
ラ

ヒ
候

ベ
キ
。

答
。

善
導

ノ
釈
ニ
ョ
ラ

パ
、
一
万
已

上

ハ
相
統

ニ
テ
ア

ル

ベ
シ
。
夕

ゞ

シ

ー
万

返
ヲ

イ
ソ
ギ
巾
テ
、

サ
テ
ソ

ノ
ロ

ヲ
ス

ゴ
サ

ム
事

ハ
ア

ル

ペ
カ
ラ

ズ
、
一

万
返
ナ

リ
ト
モ
、
一
日
一
夜

ノ
所
作
ト

ス

ペ
シ
。
捻

ジ
テ

ハ
Ｉ
食

ノ
ア
ヒ
ダ

ニ
三
度

バ
カ
リ
ト
ナ
エ

ム
ハ
。

ヨ
キ
相
続

ニ
テ

ア
ル

ベ
シ
」
（
大

橋
俊
雄
訳

「
十
一
箇
条
問
答
」
『
法
然
全
集
３
』
　一
七

四
頁
）

と

い
う
問
答

に
よ
れ
ば
、
一
日
一

万
回
以
上

の
念
仏

を
称

え
る
な
ら
、
相
統
と

呼

ぶ
こ
と

が
で

き

る
。
た

だ
し
、
一
万

回
で
あ

っ
て

も
短
時
問
で

一
気
に
称

え

る
の
で
は

な
く
、
一
日
一
夜

か
け
て
称
え

ね
ば
な
ら
な

い
。
一
食

の
問
に
三
度

ほ

ど
称
え
る
の

が
、
よ
い
相
続
で
あ

る
と
い
う
。

（
６
）
　
「
お
よ
そ
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
申
す
事
は
、
や
う
も
な
く
わ
が
心
を
す
ま
せ

と
に
も
あ

ら
ず
、
不
浄
の
身

を
き
よ
め
よ
と
に

も
あ
ら
ず
、

た
だ
ね
て

も
さ
め

て
も
、
ひ
と

す

ぢ
に
御
名

を
と
な
ふ

る
人

を
ば
、
臨

終
に
は

か
な
ら
ず

き
た
り
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て

む
か
へ
給

ふ
な
る
も

の
を
と

い
ふ
心
に
住

し
て
申
せ

ば
、
一
期

の
お
は

り
に

は
、
仏

の
来

迎
に
あ
づ
か

ら
ん
事
う
た

が
ひ
あ
る

べ
か
ら
ず
」
（

前
掲

「
念
仏

往

生
嬰
義
抄
」
『
法
然
全
集
３
』
二
一
六
―
二
一
七
頁
）
。

（
７
）
　
「
心
の
善
悪

を
も
か

へ
り
見
ず
、

つ
み

の
軽
重
を
も
沙

汰
せ

ず
、

た
だ
口

に

南
無

阿
弥
陀
仏

と
申
せ

ば
、
仏
の

ち
か
ひ
に

よ
り
て
、

か
な
ら
ず
往
生

す

る
ぞ

と
決
定

の
心

を
お
こ
す

ぺ
き
也
」
（
大
橋

俊
雄
訳

「
浄

土
宗
略
抄

」
『
法

然
全
集

３
』
八

六
頁

）
。

（
８
）
　
「
三
宝
滅
尽
ノ
時
ナ
リ
ト
イ
ェ
ド
モ
、
一
念
ス
レ
パ
ナ
ホ
往
生
ス
。
五
逆
深

重

ノ
人

ナ
リ

ト
イ
ェ

ド
モ
、
十

念

ス
レ

バ
往
生

ス
。
イ
カ

ニ
イ
（

ム
ヤ
三

宝

ノ

世

ニ
ム
マ
レ
テ
。
五

逆
ヲ

ツ
ク
ラ

ザ
ル
ワ

レ
ラ
、

弥
陀
ノ
名
号
ヲ
ト
ナ

ヘ
ム
ニ
、

往
生

ウ
タ
ガ
フ
ペ
カ
ラ

ズ
」
（

大
橋
俊
雄
訳

「
大
胡
の
太
郎
実
秀

の
妻

室
の
も
と

へ
つ
か

わ
す
御
返
事
」
「
法
然

全
集
３
」
二
〇
ト

ーニ

頁

）
。

（
９
）
　
「
男
女
・
貴
賤
を
も
え
ら
ぱ
ず
、
善
人
・
懇
人
を
も
わ
か
た
ず
、
心
を
い
た

し
て
弥
陀

を
念

ず
る
に
、
む

ま
れ
ず
と

い
ふ
事
な
し
」
（
大
橋
俊
雄
訳

「
十

二
箇

条
の
問
答
」
「
法
然
全
集
３
」
二

二
四
頁
）
。

（
1
0
）
　
「
ほ
か
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
ず
る
こ
と
を
え
ざ
れ
、
う
ち
に
虚
假
を
い
だ

け

れ
ば
な
り
。
貪
眼
邪

僞
奸
詐
百

端

に
し
て
悪
性

や
め

が
た
く
、
事
蚫
蝎

に
お

な

じ
。
三

業
を

お
こ

す
と

い
へ
ど

も
、

な
づ
け
て

雜
毒
の
善

と
す
、
ま

た
虚
假

の
行
と

な
づ
く
、
眞
實

の
業
と

な
づ
け
ざ

る
な
り
」
（
金
子
大
栄
校
訂

『
教

行
信

証
』
岩
波
書
店

。
一
九
五

七
年
、
一
三
五
頁

）
。

（
1
1）
　
「
一

切
衆
生
の
身

口
意
業

の
所
修

の
解
行
、

か
な
ら
ず
眞
實

心
の
う

ち
に
な

し

た
ま
ひ
し

を
も
ち
ゐ
ん

こ
と
を

あ
か
さ
ん

と
お
も
ふ
」
（
前
掲
「
教

行
信
証
」

一
三
五
頁
）
。

（
1
2
）
　
「
一
つ
に
は
決
定
し
て
ふ
か
く
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫

よ
り
こ
の
か

た
つ
ね
に
沒

し
つ
ね
に
流

轉
し
て
出

離
の
緑
あ

る
こ
と
な
し

と
信

ず
。
二

に
は
決
定

し
て
ふ

か
く
か
の
阿

彌
陀
佛

の
四
十
八
願

は
。
衆
生
を
攝

受

し
て

う
た

が
ひ
な
く
お
も

ん
ぱ
か
り

な
け
れ

ば
、

か
の
願
力
に

乘
じ
て

さ
だ
め

て
往
生
を
う
と
信
ず
」
（
前
掲
「
教
行
信
証
」
　
一
三
七
頁
）
。

（
1
3
）
　
「
善
人
な
ほ
も
ッ
て
往
生
を
遂
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
。
し
か
る
を
世
の

人
つ
ね
に
日
く
、
『
悪
人
な
ほ
往
生
す
、
い
か
に
い
は
ん
や
善
人
を
や
』
と
」
（
柏

原

祐
義
細

『
歎

異
鈔

』
『
奥
宗
聖

典
』
法

蔵
館
、
一
九
三

五

年
、
六
六

七
頁
）
。

い
わ
ゆ
る
悪
人
正
機
は
、
『
歎
異
鈔
』
と
い
う
親
鸞
の
弟
子
の
著
作
に
の
み
存
在

す

る
言
説

で
あ

る
が
、
多

く
の
研

究
に
取

り
上

げ
ら
れ
て
お
り
、

親
鸞
自
身

の

思
想

と
も
決
定
的

な
差
異

は
存
在
し
な

い
と
考

え
ら
れ
る
の
で
、
本

発
表
で

も

親
鸞
の
思
想
と
し
て
取

り
上
げ
る
。

（

さ

い

と

う

・

ま

き

、

日

本

倫

理

思

想

史

、

お

茶

の

水

女

子

大

学

非

常

勤

講

師

）
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