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京
都
女
子
学
園

仏
教
関
係
の
学
術
論
文
に
お
い
て

霊
魂

と
い
う
テ
ー
マ
は
扱
い
が
難
し
く
、
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
多
く
な
い
。
し
か
し
一
方
で
、

仏
教
に
関
わ
る
一
般
の
宗
教
儀
礼
や
宗
教
観
に
お
い
て
は
、
霊
魂
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
霊
魂
観
を
悪
用

し
た
霊
感
商
法
な
ど
が
宗
教
の
名
の
下
に
行
わ
れ
、
そ
の
問
題
が
さ
か
ん
に
テ
レ
ビ
等
で
報
道
さ
れ
、
宗
教
と
い
う
も
の
は
胡
散
臭
い
も

の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
て
、
あ
ま
り
宗
教
に
は
関
わ
り
た
く
な
い
と
い
う
風
潮
が
生
ま
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
に

は
、
仏
教
が
教
え
と
し
て
の
明
確
な
霊
魂
観
を
示
す
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
理
由
の
一
つ
だ
と

え
ら
れ
る
。

一
九
九
五
年
と
九
七
年
に
、
超
常
現
象
を
科
学
的
・
批
判
的
に
究
明
す
る
会
で
あ
る
、
ジ
ャ
パ
ン
・
ス
ケ
プ
テ
ィ
ク
ス
の
研
究
の
一
環

と
し
て
、
立
命
館
大
学
の
安
斎
育
郎
先
生
に
よ
っ
て
仏
教
各
宗
派
の
霊
魂
観
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
が
実
施
さ

１
れ
た
。
霊
魂
の
祟
り
や
霊

感
商
法
が
社
会
問
題
に
な
り
、
科
学
者
に
と
っ
て
は
非
科
学
的
に
思
え
る
そ
の
よ
う
な
問
題
を
理
解
す
る
た
め
に
、
日
本
人
の
霊
魂
観
に

深
く
関
わ
る
仏
教
が
ど
の
よ
う
な
霊
魂
観
を
も
つ
の
か
調
査
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
仏
教
各
宗
派
は

霊

を
ど
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
の
か
、
ま
た
、

霊

は
存
在
す
る
の
か
、
存
在
す
る
な
ら
実
体
的

な
も
の
か
観
念
的
な
も
の
か
、
霊
の
祟
り
に
つ
い
て
の
見
解
、
霊
感
商
法
に
つ
い
て
の
意
見
な
ど
を
聞
い
て
い
る
。
そ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
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対
し
て
各
宗
派
か
ら
様
々
な
回
答
が
よ
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
回
答
者
の
個
人
的
な
見
解
で
あ
っ
て
宗
派
の
見
解
で
は
な
い
と

の
断
り
が
あ
り
、
宗
派
と
し
て
の
見
解
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
仏
教
が
基
本
的
に
は
霊
魂
に
つ

い
て
は
あ
え
て
説
か
な
い
と
い
う
姿
勢
が
あ
り
、
そ
の
姿
勢
を
霊
魂
観
に
対
す
る
主
張
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

仏
教
の
霊
魂
観

仏
教
の
霊
魂
観
は
、
釈
尊
が
無
記
と
い
う
形
で
、
あ
え
て
霊
魂
に
つ
い
て
は
語
ら
な
か
っ
た
と
い
う
姿
勢
が
基
本
と
な
る
が
、
一
方
で

人
々
の
素
朴
な
感
情
は
常
に
現
前
に
展
開
す
る
事
実
に
影
響
さ
れ
る
。
人
の
死
を
経
験
し
、
そ
れ
を
他
者
の
死
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、

自
分
に
と
っ
て
の
死
と
い
う
こ
と
を

え
る
と
、
肉
体
の
死
と
消
滅
は
事
実
と
し
て
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
肉
体
が
滅
び
て
も
な

お
永
続
的
に
存
在
す
る
何
か
を
想
定
し
た
く
な
る
。
そ
れ
は
人
間
の
持
つ
、
根
源
的
な
願
望
で
あ
る
。

ま
た
、
仏
教
は
輪
廻
を
超
え
た
解
脱
を
目
標
に
す
る
が
、
そ
の
超
え
る
べ
き
輪
廻
を
積
極
的
に
説
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
超

え
る
べ
き
も
の
と
し
て
仏
教
の
な
か
で
説
か
れ
る
輪
廻
は
、
肉
体
が
滅
し
て
も
な
お
残
る
も
の
と
し
て
輪
廻
の
主
体
と
い
う
形
で
関
心
が

持
た
れ
、
仏
教
の
な
か
で
も
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
輪
廻
や
生
ま
れ
変
わ
り
と
い
う
概
念
を
持
た
な
か
っ
た
国
に
仏
教
が
伝

わ
る
と
、
仏
教
は
輪
廻
を
説
く
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
輪
廻
の
主
体
と
し
て
の
霊
魂
観
も
仏
教
と
結
び
つ
け
て

え
ら

れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
は
諸
法
無
我
を
三
法
印
の
一
つ
と
し
、
そ
れ
に
反
し
て
実
体
的
な
霊
魂
を
説
く
こ
と
は
あ

ま
り
な
か
っ
た
が
、
霊
魂
観
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
概
念
は
仏
教
の
な
か
に
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
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真
宗
の
霊
魂
観

一
方
、
親
鸞
の
説
い
た
真
宗
の
教
え
で
は
、
無
我
思
想
や
大
乗
仏
教
の
空
の
思
想
が
受
け
継
が
れ
、
実
体
的
な
霊
魂
の
存
在
が
説
か
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
浄
土
教
に
お
い
て
は
浄
土
往
生
が
説
か
れ
、
何
が
浄
土
へ
往
き
生
ま
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
根

源
的
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
往
生
の
主
体
の
問
題
で
あ
る
。
仏
教
に
お
け
る
輪
廻
の
主
体
の
問
題
と
同
様
に
、
分
析
的
に

え
れ
ば

何
が
往
生
す
る
の
か

と
い
う
こ
と
は
当
然
の
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
問
題
は
あ
え
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
説
か
れ
る

こ
と
も
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
浄
土
往
生
は
さ
か
ん
に
説
か
れ
て
も
、
何
が
往
生
す
る
か
と
い
う
こ
と
ま
で
は
説
か
れ
ず
に
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
の
一
つ
に
は
、
往
生
の
主
体
に
つ
い
て
説
け
ば
、
何
ら
か
の
実
体
的
な
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
霊
魂
と
結
び
つ
い
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
世
の
概
念
で
往
生
す
る
も
の
の
存
在
を

え
る
こ
と
は
、
実
体
的
な
霊
魂
と
い
う
存
在
を
想
定
し
、
無
我
思

想
に
反
し
た
我
執
を
生
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

真
宗
の
霊
魂
観
を
論
じ
る
場
合
、
そ
の
概
念
規
定
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
霊
魂
観
の
現
実
的
な
問
題
を

え
、
こ
の
論
に

お
い
て
は
別
の
角
度
か
ら
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
、
真
宗
の
教
え
が
実
際
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
広
ま
る
な
か
、
教
え
が
ど
の
よ
う

に
受
け
取
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
立
場
か
ら
、
真
宗
の
霊
魂
観
を

察
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

霊
魂
を
説
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
真
宗
の
霊
魂
観
の
特
徴
で
あ
る
が
、
そ
の
教
え
を
受
け
取
る
側
の

え
方
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
現
実
に
肉
親
の
死
を
経
験
す
る
と
、
肉
体
の
消
滅
は
事
実
と
し
て
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
滅
す
る
こ
と
の
な
い
何
か
を
切
望

す
る
思
い
は
、
人
間
の
自
然
な
感
情
と
し
て
存
在
す
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
具
体
的
な
感
情
か
ら
起
こ
る
霊
魂
観
や
、
日
本
に
仏
教
以

前
か
ら
存
在
す
る
祖
霊
観
な
ど
が
、
実
体
的
な
霊
魂
観
を
想
定
さ
せ
る
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
。
日
本
の
伝
統
的
な
祖
霊
観
に
関
し
て
は
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様
々
な
と
ら
え
方
が
あ
る
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
死
後
の
霊
魂
は
不
浄
の
霊
で
あ
る
荒
魂
か
ら
年
月
と
共
に
浄
化
さ
れ

て
祖
霊
に
な
り
、
さ
ら
に
は
神
霊
に
な
る
と
い
う
祖
霊
観
で
、
霊
魂
を
実
体
的
に
と
ら
え
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
葬
送
儀
礼
や
追
善
供

養
と
い
っ
た
形
態
を
見
れ
ば
、
仏
教
行
事
や
儀
礼
の
な
か
に
実
体
的
な
霊
魂
観
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
い
う
な

か
で
真
宗
の
霊
魂
観
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

門
徒
も
の
知
ら
ず

真
宗
の
門
徒
の
宗
教
観
を
示
す
言
葉
に

門
徒
も
の
知
ら
ず

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
各
宗
派
の
信
者
の
特
徴
を
揶
揄
し
た
こ
と
わ
ざ

に

門
徒
も
の
知
ら
ず
、
法
華
骨
な
し
、
禅
宗
銭
な
し
、
浄
土
情
な
し

と
い
う
の
が

２
あ
り
、
お
そ
ら
く
語
呂
合
わ
せ
で
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
が
、

門
徒
も
の
知
ら
ず

だ
け
は
、
真
宗
門
徒
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
お
り
、
今
も
使
わ
れ
て
い
る
。
仏
教
と
は
関
係
の
な

い
習
俗
な
ど
不
必
要
な
こ
と
は
知
ら
な
く
て
も
い
い
と
、
門
徒
自
ら
が
積
極
的
に
使
う
こ
と
も
あ
る
。
近
年
は

も
の
知
ら
ず

と
言
わ

れ
る
こ
と
が
非
難
だ
と
し
て
避
け
る
た
め
な
の
か
、

門
徒
も
の
知
ら
ず

と
い
う
こ
と
わ
ざ
は
、
本
来
は

も
の
忌
み
知
ら
ず

だ
っ

た
の
が
誤
っ
て

も
の
知
ら
ず

と
伝
え
ら
れ
た
と
言
う
説
が
真
宗
の
な
か
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
う
い
う
事
実
は
存
在
せ
ず
、

誰
か
が
言
い
出
し
た
こ
と
が
誤
解
さ
れ
て
い
つ
の
間
に
か
広
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

実
際
に

も
の
知
ら
ず

と
い
う
言
葉
は
門
徒
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
浄
土
真
宗
の
門
徒
が
阿
弥
陀
仏
一
仏
だ
け
を

信
じ
て
、
他
の
神
仏
を
か
え
り
み
な
い
態
度
の
こ
と
を
示
す
の
に
使
わ
れ
た
り
、
葬
送
儀
礼
に
関
し
て
習
俗
な
ど
を
気
に
せ
ず
に
簡
素
に

す
ま
す
こ
と
に
も
使
わ
れ
る
。
地
方
に
よ
っ
て
は
真
宗
の
こ
と
を

か
ん
ま
ん
宗

（
習
俗
や
儀
礼
な
ど
細
か
い
こ
と
は
か
ま
わ
な
い
と
い
う

意
味
）
と
呼
ん
だ
り
、
死
体
が
ま
だ
温
か
い
う
ち
に
葬
式
を
す
ま
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
く
ら
い
に
、
格
式
ば
ら
ず
葬
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式
を
早
く
す
る
と
い
う
意
味
の

門
徒
の
ぬ
く
ぬ
く

と
い
う
こ
と
わ
ざ
も

３
あ
る
。
亡
く
な
っ
た
後
の
遺
体
の
処
理
を
簡
単
に
行
い
、
死

者
の
霊
魂
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
意
識
し
な
い
こ
と
が
真
宗
の
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
。

葬
儀
に
関
わ
る
習
俗
で
は
、
霊
を
な
ぐ
さ
め
る
慰
霊
の
行
為
が
行
わ
れ
た
り
、
ま
た
出
棺
に
は
霊
が
戻
る
こ
と
を
妨
げ
る
儀
式
が
行
わ

れ
た
り
す
る
。
習
俗
と
は
日
本
の
伝
統
的
な
祖
霊
観
、
す
な
わ
ち
荒
魂
を
静
め
る
行
為
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
真
宗
が
習
俗

を
気
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
祖
霊
観
や
霊
魂
観
が
真
宗
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
真
宗
に
は
本

来
お
盆
と
い
う
習
慣
が
な
い
の
は
、
霊
魂
が
こ
の
世
に
帰
っ
て
く
る
と
い
う

え
方
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
や
は
り
実
体
的

な
霊
魂
観
を
持
た
な
い
こ
と
が
理
由
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
真
宗
の
霊
魂
観
を
育
て
た
の
は
、
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
真
宗
の
霊
魂
観
の
特
徴
を
知
る
た
め
に
は
、
そ
の
往

生
観
を
ま
ず
知
る
必
要
が
あ
る
。

真
宗
の
往
生
観

真
宗
の
仏
道
の
目
標
は
、
当
然
な
が
ら
仏
に
成
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
成
仏
は
、
浄
土
往
生
に
よ
っ
て
完
成
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
の
修
行
や
努
力
の
結
果
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
世
で
の
行
為
の
善
悪
に
関
係
な
く
等
し
く

浄
土
に
往
生
で
き
る
と
い
う
点
が
、
ま
ず
一
般
的
な
霊
魂
観
と
矛
盾
を
き
た
す
。
一
般
的
な
霊
魂
観
で
は
、
こ
の
世
の
行
為
の
結
果
で
霊

魂
の
行
き
先
が
決
ま
る
と
い
う

え
方
を
持
つ
。
そ
の
善
因
善
果
、
悪
因
悪
果
と
い
う
関
係
が
、
こ
の
世
で
の
道
徳
的
義
務
感
を
強
化
し
、

社
会
に
お
い
て
あ
る
種
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
積
極
的
に
霊
魂
観
を
認
め
る
一
つ
の
理
由
に
も
な
る
。
悪

い
こ
と
を
す
れ
ば
地
獄
に
堕
ち
る
、
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の
は
、
死
後
も
永
続
す
る
霊
魂
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
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善
悪
に
か
か
わ
ら
ず
浄
土
往
生
そ
し
て
成
仏
が
か
な
う
と
い
う
教
え
は
、
そ
の
よ
う
な
霊
魂
観
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
意
味
で

の
霊
魂
へ
の
関
心
を
な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
死
後
に
肉
親
の
霊
魂
が
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
問
題
も
意
識
さ
れ

に
く
く
な
る
の
で
あ
る
。
真
宗
が
追
善
供
養
を
行
わ
な
い
の
は
、
死
後
の
霊
魂
に
対
し
改
め
て
追
善
回
向
を
す
る
と
い
っ
た
必
要
性
が
な

い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
往
生
そ
の
も
の
の
理
解
も
、
真
宗
の
特
徴
が
霊
魂
観
に
影
響
を
与
え
る
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
浄
土
往
生
が
、
往

生
の
後
に
浄
土
で
の
成
仏
を
説
き
、
臨
終
か
ら
成
仏
ま
で
の
時
間
を

え
、
そ
の
間
の
存
在
と
し
て
、
死
後
に
仏
に
な
る
ま
で
の
霊
魂
と

い
う
存
在
を
想
定
し
て
お
り
、
ま
た
実
際
の
仏
事
に
お
い
て
、
中
陰
に
お
け
る
中
有
と
い
う

え
方
も
霊
魂
と
い
う
存
在
を
想
定
す
る
。

し
か
し
、
真
宗
の
場
合
は
浄
土
往
生
と
同
時
に
成
仏
し
、
中
有
が
説
か
れ
な
い
の
で
、
そ
の
間
の
霊
魂
と
い
う
存
在
を
想
定
し
な
い
。

さ
ら
に
、
臨
終
に
お
け
る
来
迎
を
説
か
な
い
の
で
、
仏
教
美
術
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
雲
に
乗
っ
て
浄
土
か
ら
お
迎
え
が
来
て
浄
土
へ

往
生
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
も
た
な
い
。
臨
終
来
迎
の
よ
う
に
、
こ
の
世
か
ら
あ
の
世
へ
の
移
動
を

え
る
と
、
当
然
移
動
す
る
実
体

を
想
定
す
る
の
で
霊
魂
が
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
真
宗
の
往
生
で
は
、
最
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
は
、
臨
終
に
お
け
る
実
際

の
往
生
よ
り
も
、
浄
土
往
生
が
決
定
す
る
現
生
正
定
聚
に
な
る
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
へ
の
信
が
成
立
し
た
時
点
で
、
必
ず
往
生
す
る
と
い

う
正
定
聚
の
位
に
定
ま
る
こ
と
で
、
仏
道
の
目
標
で
あ
る
成
仏
や
浄
土
往
生
の
意
義
は
現
世
に
お
い
て
成
立
し
、
後
は
実
際
の
往
生
を
待

つ
だ
け
に
な
る
。
往
生
が
出
来
る
か
出
来
な
い
か
へ
の
関
心
と
比
べ
れ
ば
、
臨
終
に
お
け
る
実
際
の
往
生
は
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
な
く
な

る
の
で
あ
る
。
肉
体
の
死
が
あ
る
か
ら
こ
そ
人
間
を
霊
肉
の
二
元
的
存
在
と
し
て
見
る
よ
う
に
な
る
が
、
現
生
に
お
け
る
正
定
聚
の
状
態

の
人
を
、
あ
え
て
霊
肉
の
二
元
的
存
在
と
し
て
見
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
往
生
と
関
連
づ
け
て
霊
魂
の
存
在
を
意
識

す
る
こ
と
が
少
な
く
な
る
。
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ま
た
、
往
生
の
主
体
と
い
う
の
は
、
往
生
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
そ
の
概
念
が
大
き
く
異
な
る
が
、
浄
土
往
生
が
自
力
に
よ
る
の
で
は
な

く
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
も
、
真
宗
に
お
け
る
大
き
な
特
徴
と
な
る
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
対
象
こ
そ
が
往
生
の
主

体
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
離
れ
て
は
往
生
の
主
体
は
あ
り
え
な
い
。
煩
悩
具
足
の
こ
の
体
か
ら
離
れ
る
存
在
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ

れ
の
側
か
ら
生
ま
れ
る
霊
魂
の
よ
う
な
も
の
が
往
生
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
浄
土
往
生
の
正
因
が
信
心
で
あ
り
、
そ
の

信
心
も
わ
れ
わ
れ
の
起
こ
す
信
心
で
は
な
く
阿
弥
陀
仏
か
ら
与
え
ら
れ
た
信
心
で
あ
る
点
も
大
事
な
点
と
な
る
。
本
願
の
は
た
ら
き
と
し

て
信
心
が
あ
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
側
に
肉
体
か
ら
離
れ
た
心
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
が
往
生
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

浄
土
往
生
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
側
か
ら
生
ま
れ
る
意
識
や
心
と
い
っ
た
も
の
を
想
定
し
な
い
こ
と
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
霊
魂

観
を
受
け
入
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
霊
魂
は
、
こ
の
世
の
意
識
を
引
き
ず
っ
た
形
で
と
ら
え
ら
れ
、
こ
の
世
に
未
練
が
あ
る
死
で

あ
っ
た
場
合
に
は
成
仏
せ
ず
に
迷
う
存
在
に
な
っ
た
り
祟
り
を
な
す
存
在
に
な
る
と

え
る
発
想
が
、
そ
こ
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

霊
感
商
法
な
ど
で
問
題
に
な
る
霊
魂
観
は
、
非
業
の
死
を
遂
げ
た
り
適
切
に
供
養
さ
れ
な
い
霊
魂
が
、
こ
の
世
に
生
き
る
人
々
に
祟
る
と

説
く
が
、
死
後
に
す
ぐ
仏
に
成
る
と
な
れ
ば
、
そ
う
い
う
祟
り
を
な
す
霊
魂
の
よ
う
な
存
在
に
な
り
え
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
煩
悩

を
滅
し
て
さ
と
っ
た
仏
が
、
恨
み
を
も
っ
た
り
祟
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

還

相

回

向

し
か
し
な
が
ら
、
真
宗
の
教
え
の
な
か
で
も
霊
魂
観
と
結
び
付
き
や
す
い
概
念
が
あ
る
。
そ
れ
は
還
相
回
向
と
い
う
教
え
で

４
あ
る
。
浄

土
へ
往
生
す
る
の
が
往
相
回
向
で
あ
り
、
反
対
に
浄
土
か
ら
こ
の
世
へ
の
方
向
性
を
説
く
の
が
還
相
回
向
で
あ
る
。
往
生
に
お
い
て
も
、
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往
生
の
主
体
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
が
、
還
相
に
お
い
て
も
、
何
が
還
相
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
、
浄
土
よ
り
還
っ

て
く
る
も
の
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
往
相
・
還
相
の
回
向
は
、
曇
鸞
の

浄
土
論
註

に
見
ら
れ
る
思
想
で
あ
る
が
、
曇
鸞
の
表
現
で
は
、
こ
の
世
か
ら
浄
土
へ
向
か

う
衆
生
の
自
利
の
活
動
が
往
相
回
向
、
そ
し
て
浄
土
に
往
生
し
た
後
に
こ
の
世
に
還
っ
て
実
践
す
る
利
他
の
活
動
を
還
相
回
向
と
し
て
い

る
。
し
か
し
親
鸞
は
、
衆
生
の
浄
土
往
生
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
ら
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
こ
と
か
ら
、
往
相
も
還
相
も
阿
弥
陀

仏
の
側
か
ら
の
回
向
で
あ
る
と
の
独
自
の
思
想
を
展
開
し
た
。

教
行
信
証

の
最
初
、
教
巻
の
冒
頭
に
、

つ
つ
し
ん
で
浄
土
真
宗
を
案

ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
。

と
記
し
、

往
相
と
還
相
が
と
も
に
阿
弥
陀
仏
の
側
か
ら
の
回
向
に
よ
っ
て
な
り
た
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
い
っ
た
理
解
が
還
相
回
向
の
理
解
を
複
雑
に
し
て
い
る
。
曇
鸞
の
説
い
た
往
還
二
回
向
で
は
、
先
ず
浄
土
へ
往

生
し
、
そ
の
後
に
菩
薩
と
な
っ
て
こ
の
世
に
還
り
来
て
利
他
行
を
行
う
と
い
う
構
造
で
あ
っ
た
。
親
鸞
の
作
っ
た
和
讃
の
な
か
で
も
、

願
土
に
い
た
れ
ば
す
み
や
か
に

無
上
涅
槃
を
証
し
て
ぞ

す
な
は
ち
大
悲
を
お
こ
す
な
り

こ
れ
を
回
向
と
な
づ
け
た
り

や

安

楽
浄
土
に
い
た
る
ひ
と

五
濁
悪
世
に
か
へ
り
て
は

釈
迦
牟
尼
仏
の
ご
と
く
に
て

利
益
衆
生
は
き
は
も
な
し

と
、
利
他
行
は
浄
土

往
生
の
後
で
あ
り
、
浄
土
か
ら
こ
の
世
に
還
る
と
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
浄
土
か
ら
還
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
体
的
な
も
の
と
し
て
説

か
れ
る
よ
り
も
、
そ
れ
が
利
他
の
は
た
ら
き
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
往
相
と
還
相
が
両
者
と
も
阿
弥
陀
仏
か
ら
の
は
た
ら
き
で
あ
る

こ
と
が
中
心
的
に
説
か
れ
る
。
信
一
念
に
本
願
力
の
回
向
を
受
け
た
時
点
で
、
往
相
と
還
相
の
回
向
の
徳
は
現
生
の
こ
の
身
に
そ
な
わ
っ

た
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

ま
た
、
こ
の
還
相
回
向
は
思
想
家
や
哲
学
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
な
か
で
は
大
乗
仏
教
の
菩
薩
道
で
あ
る

上
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求
菩
提
・
下
化
衆
生

と
結
び
つ
け
て
と
ら
え
ら
れ
た
り
、
往
相
の
中
に
還
相
を
見
て
い
こ
う
と
す
る
傾
向
や
、
ま
た
近
年
で
は
社
会
的

実
践
の
立
場
か
ら
常
行
大
悲
の
は
た
ら
き
と
し
て
還
相
回
向
を
見
る
傾
向
も
よ
く
見
ら
れ
る
。
還
相
を
、
死
後
の
浄
土
往
生
の
後
に
見
る

の
で
は
な
く
現
世
に
見
て
い
こ
う
と
す
る
こ
う
い
っ
た
傾
向
は
、
還
相
の
あ
り
方
を
、
浄
土
か
ら
帰
っ
て
来
る
と
い
う
よ
う
な
、
霊
魂
観

と
結
び
つ
く
理
解
と
は
異
な
る
方
向
で
と
ら
え
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
い
っ
た
還
相
観
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
思
想
の
分
野
で
の
あ
り
方
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
一
般
に
影
響
を
与
え

た
と
い
う
こ
と
は

え
に
く
く
、
一
般
に
対
す
る
還
相
は
、
和
讃
に
見
ら
れ
る
還
相
回
向
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
と

え
ら
れ
る
。
そ
の

な
か
で
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
浄
土
往
生
後
の
還
相
で
は
あ
っ
て
も
、
実
体
的
な
も
の
が
還
る
と
い
っ
た
説
か
れ
方
、
す
な
わ
ち
還
相
の

主
体
を
想
定
す
る
よ
う
な
説
か
れ
方
は
な
さ
れ
ず
、
あ
く
ま
で
も
利
他
の
は
た
ら
き
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
還
相
を
説
い
た
の

で
は
な
く
、
還
相
回
向
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
と
も
と
難
解
な
概
念
で
あ
る
故
に
、
一
般
に
向
け
て
説
か
れ
る
時
も
注
意
が

払
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
も
、
還
相
回
向
の
教
え
か
ら
、
実
体
的
な
霊
魂
を
想
定
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
と

え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

化

身

以
上
の
よ
う
に
、
還
相
に
お
い
て
も
実
体
的
な
霊
魂
観
に
つ
な
が
る
よ
う
な
説
か
れ
方
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
還
相
と
よ
く
似
た
化
身

と
い
う
概
念
も
、
霊
魂
観
と
の
関
係
を
見
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
親
鸞
は
、
師
で
あ
る
法
然
を
、
阿
弥
陀
仏
の
化
身
と
し
て
崇
め

て

５
い
た
が
、
法
然
自
身
は
善
導
が
阿
弥
陀
仏
の
化
身
で
あ
る
と
理
解
し
て

６
い
た
。

恵
信
尼
文
書

に
よ

７
れ
ば
恵
信
尼
は
、
法
然
が
勢
至

菩
薩
の
化
身
で
あ
り
、
親
鸞
が
観
音
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
と
の
夢
を
見
、
法
然
の
こ
と
だ
け
を
親
鸞
に
語
っ
て
い
る
。
親
鸞
は
そ
れ
が
実
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夢
で
あ
る
と
恵
信
尼
に
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
親
鸞
は
法
然
を
勢
至
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
と
も
信
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
恵
信
尼
も
、

親
鸞
が
観
音
菩
薩
の
化
身
で
あ
っ
た
夢
の
話
は
親
鸞
に
は
語
ら
ず
に
秘
か
に
親
鸞
を
観
音
の
化
身
と
信
じ
て
お
り
、
一
方
で
親
鸞
は
、
六

角
堂
夢
告
の
内
容
か
ら

え
て
、
恵
信
尼
を
観
音
の
化
身
と
信
じ
て
い
た
こ
と
に

８
な
る
。

化
身
が
、
実
体
を
と
も
な
っ
た
霊
魂
に
よ
る
生
ま
れ
変
わ
り
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
論
理
的
に
は
矛
盾
を
き
た
す
。
恵
信
尼
は
六
角
堂
夢

告
の
内
容
か
ら
、
自
分
が
観
音
の
化
身
で
あ
る
と
親
鸞
か
ら
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
親
鸞
と
恵
信
尼
が
お

互
い
を
観
音
の
化
身
と
信
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
化
身
と
は
、
霊
魂
や
生
ま
れ
変
わ
り
の
よ
う
な
一
対
一
の
関
係
で
は
な
く
、
そ
の
人

格
の
背
後
に
あ
る
阿
弥
陀
仏
や
観
音
菩
薩
の
は
た
ら
き
を
見
て
、
そ
の
人
格
を
敬
っ
た
と
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
化
身
に
お
い
て
も
、

実
体
的
な
霊
魂
観
と
結
び
つ
く
概
念
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

結

び

以
上
、
実
体
的
な
霊
魂
観
を
説
か
な
い
真
宗
に
お
い
て
、
霊
魂
観
と
結
び
つ
く
よ
う
な
概
念
が
、
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
、
真
宗
に
お
け

る
霊
魂
観
と
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
っ
て
き
た
か
を
調
べ
て
き
た
。
真
宗
の
教
え
が
霊
魂
観
と
結
び
つ
く
こ
と
が
少
な
く
、
実
際
に
そ
の

よ
う
な
特
徴
が
、

門
徒
も
の
知
ら
ず

と
い
う
こ
と
わ
ざ
に
表
さ
れ
る
、
習
俗
や
霊
魂
観
に
影
響
さ
れ
な
い
真
宗
門
徒
を
育
ん
で
き
た

こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
真
宗
門
徒
も
、
時
代
と
共
に
教
え
を
あ
ま
り
知
ら
な
い
世
代
が
増
え
、
祟
り
を
な
す
よ
う
な
霊
魂
観
に
影
響
さ

れ
る
門
徒
も
増
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
今
の
世
代
が
受
け
取
る
情
報
は
、
圧
倒
的
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
も
の
が
多
く
、
ま
た
影
響

力
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
な
か
で
、
真
宗
が
霊
魂
を
説
か
な
い
、
と
い
う
だ
け
で
は
影
響
を
与
え
る
情
報
と
は
な
ら
ず
、
霊

真
宗
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魂
観
（
清
基
秀
紀
）
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五
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感
商
法
な
ど
の
被
害
に
あ
う
例
も
増
え
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
何
ら
か
の
形
で
説
く
必
要
は
あ
る
が
、
あ
え
て
説
け
ば
実
体
的
な
霊
魂
観

と
し
て
誤
解
を
受
け
る
可
能
性
も
少
な
く
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
の
な
か
で
、
真
宗
が
霊
魂
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
べ
き
か
、

今
後
に
対
す
る
課
題
は
依
然
と
し
て
残
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。

註１

安
斎
育
郎

仏
教
各
宗
派
の
霊
魂
観
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所
収
。
同
書
に
は
ア
ン
ケ
ー
ト
に
対
す

る
主
な
回
答
や
分
析
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
同
ア
ン
ケ
ー
ト
に
関
し
て
は
安
斎
育
郎

霊
は
あ
る
か

科
学
の
視
点
か
ら

（
講
談
社

二

〇
〇
二
）
に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

◇
設
問
１

貴
宗
派
で
は

霊

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
説
い
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

◇
設
問
２

霊

の
存
在
に
つ
い
て
の
ご
見
解
を
お
尋
ね
し
ま
す
。
次
の
中
か
ら
適
切
と
思
わ
れ
る
物
を
○
で
お
示
し
下
さ
い
。

１

霊

は
実
体
を
も
っ
た
存
在
で
あ
る
。

２

霊

は
人
々
の
観
念
と
し
て
は
存
在
す
る
が
、
実
体
を
伴
っ
た
存
在
で
は
な
い
。

３

霊

は
存
在
し
な
い
。

４

霊

に
つ
い
て
特
定
の
見
解
を
定
め
て
い
な
い
。

５

そ
の
他
（
ご
自
由
に
お
書
き
下
さ
い
）

◇
設
問
３

霊
障

と
か
、

た
た
り

と
言
わ
れ
る
問
題
に
つ
い
て
の
ご
見
解
を
お
教
え
下
さ
い
。

◇
設
問
４

水
子
の
不
成
仏
霊

と
か
、

前
世
か
ら
の
霊
障

と
か
を
持
ち
出
し
、

除
霊

と
称
し
て
法
外
な
報
酬
を
要
求
す
る

霊

感
商
法

が
何
百
億
円
と
い
う
被
害
を
出
し
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
中
に

霊
感
商
法
対
策
特
別
委
員
会

が
設
置
さ
れ
る
よ
う
な
実
情

で
す
が
、
こ
う
し
た
社
会
現
象
に
つ
い
て
貴
宗
派
と
し
て
ど
の
よ
う
に
お

え
で
し
ょ
う
か
。

◇
設
問
５

霊

に
つ
い
て
の
仏
教
関
係
者
の
次
の
よ
う
な
見
解
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
お

え
で
し
ょ
う
か
。

（
Ａ
）
呉
智
英
監
修

オ
カ
ル
ト
徹
底
批
判

（
朝
日
新
聞
社
）
所
収
の
遠
藤
誠
（
弁
護
士
・
仏
教
者
）
の
談
話＝

人
間
は
死
ぬ
と
ど

う
な
る
の
か
。
霊
と
い
う
も
の
は
、
は
た
し
て
存
在
す
る
の
か
。
仏
教
者
で
あ
る
ぼ
く
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
霊
は
存
在
す
る
。

真
宗
の
霊
魂
観
（
清
基
秀
紀
）

二
五
一



し
か
し
、
い
ま
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
霊
感
商
法
の
い
う
よ
う
な
霊
の
祟
り
は
、
断
じ
て
な
い
。

（
Ｂ
）
鈴
木
大
拙
著

文
化
と
宗
教

（
清
水
書
店
）
所
収
の
エ
ッ
セ
イ

霊
魂
の
有
無

＝

そ
れ
で
昔
か
ら
の
聖
者
や
哲
人
た
ち
の
此

問
（
霊
魂
の
有
無
｜
引
用
者
注
）
に
対
す
る
答
え
を
調
べ
て
み
る
と
、
種
々
雑
多
で
、
今
に
明
快
な
解
決
が
与
え
ら
れ
て
居
な
い
と
云
っ
て

よ
い
。
但
宗
教
一
般
の
建
前
か
ら
云
う
と
、
死
後
に
霊
魂
あ
り
、
と
云
う
こ
と
に
な
っ
て
居
る
と
云
っ
て
よ
い
。（
中
略
）
仏
教
で
も
地
獄

極
楽
が
あ
り
、
実
際
の
上
か
ら
話
す
と
、

霊
魂
あ
り

に
し
て
お
く
方
が
、
何
か
に
つ
け
て

便
利
が
多
い
。（
中
略
）
と
に
角

有
り

の
方
が
話
が
わ
か
り
易
く
、
因
果
法
の
応
用
に
も
支
障
を
来
さ
さ
な
く
な
る
。
浄
土
宗
の
宗
旨
で
は
霊
魂
が
な
く
な
る
と
、
全
く
立
っ
て
行

か
な
く
な
る
。
極
楽
が
空
洞
無
人
と
云
う
こ
と
に
な
る
と
、
娑
婆
の
行
き
ど
こ
ろ
が
な
く
な
る
。
娑
婆
は
実
に
極
楽
な
く
し
て
は
成
立
せ
ぬ

か
ら
で
あ
る
。
禅
宗
で
は

有
り

と
も

無
い

と
も
云
わ
ぬ
。
甚
だ
曖
昧
に
な
っ
て
居
る
と
も
見
ら
れ
る
。

（
Ｃ
）
岡
田

道
著

観
音
信
仰
入
門

＝

人
間
が
死
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
突
然
永
遠
の
無
に
帰
す
る
と
は
私
に
は
と
う
て
い

え

ら
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
人
と
し
て
肉
体
は
亡
び
て
も
、
霊
魂
は
永
く
相
続
さ
れ
る
と
い
う
仏
教
の
説
く
輪
廻
の
法
を
私
は
信
じ
ま
す

（
Ｄ
）
秋
月
龍

著

誤
解
だ
ら
け
の
仏
教

（
柏
樹
社
）＝

釈
尊
は

悟
り

の
立
場
か
ら
は
っ
き
り
宣
言
さ
れ
た
、

わ
が
心
の
解

脱
は
不
動
で
あ
る
。
こ
れ
が
最
後
の
生
存
で
あ
る
。
も
は
や
再
生
は
あ
り
得
な
い

と
。

私
は
輪
廻
を
解
脱
し
た
。
後
有
を
受
け
な
い

（
も
う
何
に
も
何
処
に
も
生
ま
れ
変
わ
ら
な
い
）

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
仏
教
の
本
来
の

え
方
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
仏
教
は
、
正

統
イ
ン
ド
思
想
の

ア
ー
ト
マ
ン

（
自
我
・
霊
魂
）
説
を
根
底
か
ら
否
定
し
た

ア
ン
・
ア
ー
ト
マ
ン

（
無
我
・
無
霊
魂
）
論
に
立
つ
。

（
中
略
）
こ
の

無
霊
魂

の
立
場
こ
そ
が
、
仏
教
思
想
と
正
統
イ
ン
ド
思
想
と
を
分
か
つ
仏
教
の
一
大
事
で
あ
る
。

（
Ｅ
）
田
辺
元
編

新
・
仏
教
辞
典

（
誠
信
書
房
）＝

仏
教
は
、
本
来
、
霊
肉
二
元
観
・
霊
魂
不
滅
論
を
と
ら
な
い
と
い
え
る
。
と
い

う
の
は
、
釈
尊
は
霊
魂
と
肉
体
の
同
異
に
つ
い
て
解
答
し
な
か
っ
た
（
無
記
）
の
で
、
こ
れ
は
霊
魂
と
肉
体
と
い
う
二
元
的

え
方
を
否
定

し
た
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
し
か
し
、
輪
廻
転
生
説
が
と
り
い
れ
ら
れ
、
輪
廻
す
る
主
体
が
問
題
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
輪
廻
主
体
が
一

種
の
霊
魂
の
ご
と
き
色
彩
を
呈
す
る
に
い
た
り
、
ま
た
、
祖
先
崇
拝
に
む
す
び
つ
き
、
祖
先
の
霊
に
た
い
す
る
ま
つ
り
を
、
仏
教
で
と
り
お

こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。

２

故
事
俗
信
こ
と
わ
ざ
大
辞
典

（
小
学
館

一
九
八
二
）

３

同

４

季
刊
仏
教

十
六

（
法
蔵
館

一
九
九
一
）
の
玉
城
康
四
郎
と
梅
原
猛
の
対
談

た
ま
し
い
を
問
う

に
お
い
て
、
梅
原
猛
は
還
相
回
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向
を
生
ま
れ
変
わ
り
と
見
、
実
体
的
な
霊
魂
観
と
結
び
つ
け
て
い
る
。

５

高
僧
和
讃
（

浄
土
真
宗
聖
典
註
釈
版
第
二
版

五
九
八
頁
）
に

阿
弥
陀
如
来
化
し
て
こ
そ

本
師
源
空
と
し
め
し
け
れ

化
縁
す
で

に
つ
き
ぬ
れ
ば

浄
土
に
か
へ
り
た
ま
ひ
に
き

と
あ
り
、
法
然
を
阿
弥
陀
仏
の
化
身
と
し
て
敬
っ
て
い
る
。

６

選
択
集
（

浄
土
真
宗
聖
典
七
祖
篇
註
釈
版

一
二
九
一
頁
）
に
、

大
唐
に
あ
ひ
伝
へ
て
ひ
は
く
、

善
導
は
こ
れ
弥
陀
の
化
身
な
り

と
。
し
か
れ
ば
い
ふ
べ
し
、
ま
た
こ
の
文
は
こ
れ
弥
陀
の
直
説
な
り
。

と
あ
り
、
法
然
は
善
導
が
阿
弥
陀
仏
の
化
身
で
あ
る
と
の
唐
の
伝

説
を
受
け
入
れ
て
い
た
。

７

恵
信
尼
消
息

（

浄
土
真
宗
聖
典
註
釈
版
第
二
版

八
一
二
頁

八
一
三
頁
）

８

六
角
堂
夢
告
の
内
容
に
関
し
て
は
異
論
も
あ
る
が
、
一
般
に
夢
告
だ
と
さ
れ
る

行
者
宿
報
設
女
犯

我
成
玉
女
身
被
犯

一
生
之
間
能

荘
厳

臨
終
引
導
生
極
楽

で
は
、
親
鸞
が
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
相
手
は
観
音
の
化
身
で
あ
り
、
臨
終
に
は
極
楽
へ
導
い
て
く
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
結
婚
生
活
を
送
っ
た
恵
信
尼
は
観
音
の
化
身
と
し
て
親
鸞
は
信
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
夢
告
の
内
容

は
恵
信
尼
に
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
恵
信
尼
も
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
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