
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
章

●
第
一
節
　
安
心
に
つ
い
て

法
然
は
善
導
の
意
を
受
け
日
本
に
お
い
て
浄
土
教
を
確
立
し
た
。
当
然
そ
の
教
義
の
骨
格
で
あ
る
安
心
・

起
行
論
に
つ
い
て
も
そ
れ
を
継
承
し
て
い
る
。
た
だ
継
承
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
さ
ら
に
一
般
大
衆
に

近
づ
け
た
解
釈
を
施
し
、
平
易
な
説
明
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
、
善
導
の
所
説
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
法
然

独
自
の
見
解
も
含
ま
れ
て
い
る
。

法
然
は
こ
の
安
心
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
安
心
の
中
身
で
あ
る
三
心
に
つ
い
て
多
く
の

言
葉
を
残
し
て
い
る
。
つ
ま
り
安
心
と
い
う
言
葉
は
起
行
に
対
す
る
言
葉
と
し
て
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

安
心
の
定
義
と
し
て
は
『
浄
土
宗
略
抄
』（『
法
全
』
五
九
三
頁
）
に
「
安
心
と
云
は
、
心
つ
か
い
の
あ
り
さ

ま
也
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
安
心
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
、



法然上人門下の安心論

●
法
然
の
安
心
論



浄
土
門
に
は
い
り
て
、
お
こ
な
ふ
へ
き
行
に
つ
き
て
申
さ
は
、
心
と
行
と
相
応
す
へ
き
也

と
あ
る
よ
う
に
、
浄
土
往
生
を
願
う
人
は
心
と
行
と
が
一
体
と
な
っ
た
修
行
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
安
心
起

行
を
一
体
と
見
た
行
体
系
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
法
然
は
、
安
心
起
行
の
分
別
は
善
導
を
そ
の
ま

ま
継
承
し
て
い
る
と
見
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』（『
法
全
』）
に
は
、『
安
心
起
行
作
業
抄
』
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
文
体
か
ら
法
然
の
も
の
と
は
考
え
が
た
く
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
が
、
こ
れ
に
は
少
し
突
っ
込
ん

だ
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。

安
心
の
内
容
に
つ
い
て
は
、『
浄
土
宗
略
抄
』
の
文
脈
か
ら
、
あ
る
い
は
『
御
消
息
』
の

そ
の
心
と
い
ふ
は
、
観
無
量
寿
経
に
釈
し
て
い
は
く
、
も
し
衆
生
あ
り
て
、
か
の
く
に
ゝ
む
ま

れ
ん
と
ね
か
は
ん
も
の
は
、
三
種
の
心
を
お
こ
し
て
、
す
な
は
ち
往
生
す
へ
し

と
い
う
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
『
観
経
』
の
三
心
を
当
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
も
善
導
を
そ

の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。



（『
法
全
』
五
七
七
頁
）

（『
法
全
』
五
九
三
頁
）


