
「疑
惑
和
讃
」
試
解

は

じ

め

に
 

現
代
社
会
は
日
々
発
展
し
、
新
し
い
文
明
，
技
術
を
産
出
し
て 

い
る
が
、
人
と
人
と
の
関
係
は
逆
に
悪
化
し
、
互
い
に
不
信
を
抱 

き
、
自
己
を
閉
鎖
し
、
他
人
を
疎
外
し
て
い
く
と
い
う
危
機
的
な 

現
状
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
殺
伐
と
し
た
人
間
関
係
は
、
 

人
を
信
ず
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
疑
う
こ
と
の
方
が
多
い
こ
と 

に
要
因
が
あ
る
と
い
え
る
。
人
間
と
し
て
生
を
受
け
な
が
ら
も
、
 

人
間
の
尊
厳
性
に
目
覚
め
る
こ
と
も
な
く
、
疑
心
に
よ
り
互
い
に 

傷
つ
け
、
敵
対
関
係
を
起
こ
し
、
理
解
し
合
う
こ
と
が
な
い
。

っ 

ま
り
人
間
存
在
を
考
え
る
上
で
「
信
」
と
い
う
事
柄
よ
り
も
、
 

「疑
」
と
い
う
事
柄
の
方
が
問
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。 

「疑
」

の
語
義
に
は
、
「
ま
ど
う
」
「定
ま
ら
な
い
」
「怪
し
む
」 

「
恐
れ
る
」
等
の
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
初
期
仏 

典
の
疑
の
原
語
は
大
き
く
六
種
に
分
類
さ
れ
、
三
宝
や
教
法
・
戒

平 

原 

晃 

宗 

な
ど
を
対
象
と
し
て
起
こ
る
「
猶
予
」
や

「
不
決
定
」
を
意
味
す 

る
。
更
に
中
国
に
お
け
る
解
釈
で
も
、
 

疑
と
は' 

境
に
お
い
て
決
せ
ず
し
て
猶
予
す
る
を
疑
と
い
う
。 

(

『大
乗
義
章
」
六-

『大
正
蔵
」
四㈣

巻

，
五
八
三
頁) 

と
あ
り
、
思
い
惑
っ
て
考
え
が
一
つ
に
決
ま
ら
な
い
「
猶
予
」 

「
不
定
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
。
基
本
的
に
仏
教
に
お
け
る
疑 

の
用
法
は
、
三
宝
や
教
法
に
対
し
て
決
定
せ
ず
、
猶
予
す
る
こ
と 

と
し
て
、
あ
ま
り
区
別
な
く
、
ほ
ぼ
同
義
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い 

る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
に
、
先
に
挙
げ
た
漢
字
の
意
味
か
ら
み 

て
も
一
致
す
る
点
が
多
く
、
信
の
一
定
と
い
う
こ
と
に
対
し
、
疑 

は
不
定
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
、
「
不
信
」
と
い
う
こ
と
を
意
味 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ

で

は

「疑
」
に
つ
い
て
親
鸞
は
ど
の 

よ
う
に
位
置
付
け
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

親

槪

は

「行
巻
」
で

「機
に
つ
い
て
対
論
す
る
に
信
疑
対
」
あ

⑤
 

り
と
述
べ
、

『愚
禿
鈔
』

で

も

同

様

に

「信
疑
対
」
と
い
う
よ
う
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に

「
疑
」
を

「
信
」

の
対
立
概
念
と
し
て
位
置
付
け
る
。
こ
の
よ 

う
な
信
と
疑
の
関
係
は
『選
択
集
』
三
心
章
で
、
 

深
心
と
は
、

い
わ
く
深
信
の
心
な
り
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
 

生
死
の
家
に
は
疑
を
も
っ
て
所
止
と
し
、
涅
槃
の
城
に
は
信 

を
も
っ
て
能
入
と
す
。 

(

『真
聖
全
』

一
・
九
六
七
頁) 

と
言
わ
れ
る
こ
と
に
注
意
で
き
る
。
親
鸞
は
、
こ
の
法
然
の
指
南 

を
元
に
本
願
力
回
向
の
「信
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
課 

題
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
対

す

る

「疑
」
に
つ
い
て
明
確
な
定
義 

付
け
は
し
て
い
な
い
。
親

鸞

は

「疑
」
を

「弥
陀
の
御
ち
か
ひ
を 

う
た
が
ふ
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
人
間
と
人
間
の
間
に
生
ず
る
も 

の
で
は
な
く
、
人
間
と
如
来
の
間
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が 

了
解
で
き
る
。
そ
れ
は
抽
象
的
観
念
論
で
は
な
く
、
如
来
を
疑
う 

こ
と
が
人
間
に
お
け
る
虚
妄
の
根
源
で
あ
り
、
こ
れ
が
基
底
と
な 

っ
て
現
実
の
人
間
関
係
に
お
け
る
疑
い
が
生
起
し
て
く
る
の
で
あ

⑥
る
。
そ
れ
で
は
、
親

鸞

は

「信
」
に

対

す

る

「疑
」
を
ど
の
よ
う 

に
了
解
し
た
の
か
。
こ

の
こ

と

を

『正
像
末
和
讃
』

に
収
め
ら
れ 

る

「疑
惑
和
讃
」
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。

そ

し

て

「疑
」

の
問
題
は
、
後
ほ
ど
考
察
し
て
い
く
が
第
二
十 

願
の
問
題
と
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
十

願

は

「
化 

身
土
巻
」
で
、

阿
弥
陀
如
来
は
、
も
と
果
遂
の
誓
い
を
発
し
て
、
諸
有
の
群

生
海
を
悲
引
し
た
ま
え
り
。
す
で
に
し
て
悲
願
い
ま
す
。

(

『定
親
全
』

一'

一
九
五
頁) 

と
あ
る
よ
う
に
「
果
遂
の
誓
」
と
し
て
教
示
さ
れ
る
。
方
便
の
願 

と
位
置
付
け
ら
れ
る
第
二
十
願
は
、
「悲
願
」
と
い
う
形
を
と
っ 

て

「
諸
有
の
群
生
海
を
悲
引
」
せ
ん
と
す
る
本
願
の
力
用
で
あ
る
。 

こ
の
誓
願
と
「
信
疑
」

の

関

係
を

「疑
惑
和
讃
」

の
展
開
か
ら
究 

明
し
て
み
た
い
と
思
う
。
本
論
で
は
、
以

上

挙

げ

た

「
疑
惑
和 

讃
」
に
お
け
る
二
点
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

ー
、
疑
心
の
善
人

親
鸞
が
使
用
し
た
「
疑
」

に
関
す
る
語
句
は
、
数
多
く
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
「疑
惑
」
を
始
め
と
し
、

「疑
雲
」

「疑
蓋
」

「疑 

城
」
「疑
情
」
「
疑
心
」
「
疑
退
」
「疑
難
」
「疑
謗
」
「疑
網
」
「
信

疑
」
「疑
問
」
「無
疑
」
「
除
疑
」
等
が
挙
げ
ら
れ
、
 

句
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
語

し
か
し
、
親

鸞

は

「疑
」

に
つ
い
て
明
確
な
定
義
付
け
は
し
て
お
ら
ず
、
多
く 

の
先
哲
は
様
々
な
了
解
を
し
て
い
る
。
殊
に
宗
学
で
は
、

一
般
仏 

教
の
疑
と
意
味
を
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
位
置
付
け
て
お
り
、
 

「
無
明
」

の
解
釈
と
関
連
し
て
了
解
し
て
い
る
。

真
宗
の
説
、
通
途
所
談
の
無
明
よ
り
別
に
、
弥
陀
の
本
願
を

疑
惑
す
る
を
無
明
と
称
す
。(

中
略)

然
る
に
真
宗
に
於
て
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無
明
を
解
す
る
に
古
来
二
義
あ
り
、

一
義
は
上
述
の
如
く
疑 

無

明

と

す(

中
略)

又
一
義
は
痴
無
明
と
す
、
愚
痴
無
智
が 

本
と
な
り
て
本
願
を
疑
す
る
に
至
る
も
の
と
す
。

(

龍
谷
大
学
編
『仏
教
大
辞
彙
』
六
巻
・
四
三
五
二
頁) 

こ
の
よ
う
に
疑
と
い
う
こ
と
を
無
明
の
解
釈
か
ら
位
置
付
け
、
さ 

ら
に
無
明
を
痴
無
明
・
疑
無
明
と
両
義
に
分
け
て
い
る
。
そ
し
て 

両
義
の
関
係
を
愚
痴
無
智
が
本
と
な
っ
て
本
願
を
疑
う
こ
と
と
し 

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
親
鸞
が
、
 

す
で
に
よ
く
無
明
の
闇
を
破
す
と
い
え
ど
も
、
貪
愛
瞋
憎
の 

雲
霧
、
常
に
真
実
信
心
の
天
に
覆
え
り
。

(

「行
巻
」-

『定
親
全
』

一
・
ハ
亠
ハ
——
七
頁) 

と
述
べ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に 

対
す
る
意
見
と
し
て
、
無
明
は
煩
悩
と
同
格
と
し
た
も
の
で
は
あ 

っ
て
も
、
疑
と
同
時
に
述
べ
る
も
の
は
見
当
ら
ず
、
親
鸞
の
疑
の 

用

例
か
ら

は

「自
力
心
」
と
結
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
了
解 

が
あ
る
。
ま
た
、
仏
教
の
基
本
了
解
を
踏
ま
え
「心
が
猶
予
し
、
 

決
定
し
な
い
こ
と
」
と
い
う
意
見
や
、
信
を

否
定
・
拒
否
す
る
あ 

り
方
と
他
力
中
の
自
力
と
い
う
あ
り
方
の
二
種
が
あ
る
と
い
う
意 

見
な
ど
様
々
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
親
鸞 

の

著

作
で

「疑
」
に
関
す
る
語
句
が
集
中
し
て
い
る
も
の
は
『正

像
末
和
讃
』

に

あ

る

「疑
惑
和
讃
」

で
あ
る
。
こ
の
和
讃
は
、
真 

蹟
本
に
は
収
め
ら
れ
な
い
が
、
顕
智
が
六
十
五
歳
に
書
写
し
た 

「
顕
智
書
写
本
」(

顕
智
本)

二
十
一 

ー
首
と
、
文
明
五
年
に
蓮
如
が 

開
版
し
た
と
さ
れ
て
い
る
「文
明
版
本
」(

文
明
本)

二
十
三
首
で 

讃
述
さ
れ
て
い
る
。
中

で

も

「
顕
智
本
」
第
一
首
目
で
は
、
 

不
了
仏
智
の
し
る
し
に
は

仏
智
疑
惑
罪
過 

如
来
の
諸
智
を
疑
惑
し
て 

罪
福
信
じ
善
本
を 

た
の
め
ば
辺
地
に
と
ま
る
な
り

(

「定
親
全
』
ー:

和
讃
篇
一
八
ハ
頁) 

と
詠
わ
れ
、

一
行
目
左
に
小
字
で
「
仏
智
疑
惑
罪
過
」
と
あ
る
。 

ま
た

同
じ

よ

う

に

「
顕
智
書
写
本
」

の
終
り
に
は
、
「
已
上
疑
惑 

罪
過
二
十
二
首
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
と
、
親
鸞
は 

「疑
惑
和
讃
」

で

「仏
智
疑
惑
」
す
る
罪
過
を
悲
歎
し
、
「疑
」 

を
主
題
に
讃
詠
し
て
い
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
。
ま

た

「疑
惑
和 

讃
」

の
内
容
は
、
「疑
惑
」

「
罪
福
心
」

「
辺
地
懈
慢
」

「
胎
生
」 

「化
土
」
と
い
う
事
柄
に
つ
い
て
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

こ
れ
は
、
聖
教
な
ど
の
要
点
を
簡
潔
に
詠
っ
た
こ
と
が
特
徴
で
あ 

る
親
鸞
の
和
讃
と
し
て
は
極
め
て
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
「疑
惑 

和
讃
」

の
流
れ
を
見
る
な
ら
ば
、
「
仏
智
疑
惑
」
と

は

「
不
了
仏 

智
」

で
あ
り
、
そ
れ

が

因
と

な

り

「自
力
称
名
」
「
罪
福
信
」
が
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展
開
さ
れ
、
「懈
慢
界
」
「疑
城
胎
宮
」

の
果
に
留
ま
る
こ
と
を
、
 

『大
経
』
下
巻
の
智
慧
段
を
典
拠
と
し
、
讃
述
さ
れ
て
い
る
こ
と 

が
読
み
取
れ
る
。

『大
経
』
智
慧
段
の
一
部
は
、
第
二
十
願
を
主 

題

と

し

た

「化
身
土
巻
」
真
門
釈
に
お
い
て
以
下
の
様
に
引
用
さ 

れ
て
い
る
。

こ
の
諸
智
に
お
い
て
疑
惑
し
て
信
ぜ
ず
、
し
か
る
に
な
お
罪 

福
を
信
じ
て
、
善
本
を
修
習
し
て
、
そ
の
国
に
生
ま
れ
ん
と 

願
ぜ
ん
。
こ
の
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
、
か
の
宮
殿
に
生
ま
る
、
 

と
。 

(

『定
親
全
』


・
一
 

ー
九
六
頁) 

こ
の
文
で
は
、
弥
陀
の
誓
願
を
疑
惑
し
、
罪
福
を
信
じ
、
善
本
を 

修
習
す
る
こ
と
に
よ
り
か
の
宮
殿
に
生
ま
れ
る
と
押
さ
え
ら
れ
て 

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後

に

述

べ

る

「第
二
十
願
」
と

「
仏
智
疑 

惑
」
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
親
鸞
が
了
解
す
る 

「
疑
」

の
性
格
を
見
て
い
く
上
で
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ 

と
で
あ
る
。

疑
の
用
例
が
多
い
「疑
惑
和
讃
」

の
中
で
も
、
特

に

「疑
惑
」 

の
使
用
が
十
ヶ
所
も
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

『教
行
信
証
』

に 

お
い
て
、
直

接

「疑
惑
」

の
語
を
用
い
ら
れ
る
も
の
は
、
「信
巻
」 

の
菩
提
心
釈
に
引
用
さ
れ
る
用
欽
の
文
と
、
先

程

挙

げ

た

「化
身 

土
巻
」

の
要
門
釈
に
引
用
さ
れ
る
『大
経
』
下
巻
の
文
の
ニ
ケ
所 

だ
け
で
あ
る
。
同
様
に
、
『浄
土
三
経
往
生
文
類
』

『
一
念
多
念
文

意
』

『尊
号
真
像
銘
文
』

で
も
幾
例
か
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。 

こ

の

「疑
惑
和
讃
」

の

「
疑
惑
」

の
用
例
を
考
え
る
こ
と
が
、
親 

鸞

に

お

け

る

「疑
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。 

「疑
惑
和
讃
」

の
第
二
十
二
首
で
は
、
「
仏
智
の
不
思
議
を
疑

⑭

惑
し
て
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
如
来
の
智
慧
の
不
思
議
を
疑 

惑
す
る
と
表
現
さ
れ
る
。
同
様
の
表
現
は
、
第
二
、
三
、
八
、
九
、
 

二
十
、
二
十
一
、
二
十
二
首
に
も
見
ら
れ
「
不
思
議
」.
と
い
う
語 

句
に
注
意
で
き
る
。
「
不
思
議
」
と
い
う
こ
と
は
、
相
対
的
な
人

⑮
 

間

の

「
は
か
ら
い
」
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
分
別
で 

は
量
り
得
な
い
こ
と
を
表
わ
す
。
分
別
に
よ
り
仏
智
を
推
し
量
ろ 

う
と
す
る
と
、
分
別
を
超
越
し
た
仏
智
を
合
理
的
に
了
解
し
よ
う 

と
す
る
こ
と
か
ら
「疑
惑
」
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
仏
智 

を
分
別
に
よ
り
理
解
す
る
こ
と
は
、
そ
の
上
で
仏
智
を
信
じ
よ
う 

と
す
る
自
己
を
過
信
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
 

仏
智
を
信
じ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
「疑
」
と
い
う
こ
と
で
は
な 

く
、
確
信
を
も
っ
て

「信
じ
る
」
こ

と

が

「疑
」
な
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
、
仏
智
を
信
じ
な
い
と
い
う
仏
智
「
不
信
」

で
は
な
く
、
 

曽
我
量
深
が
、

不
信
は
信
の
正
反
対
で
あ
っ
て
、
疑
は
此
両
者
の
中
間
に
位 

す
る
若
信
若
不
信
の
状
態
で
あ
る
。

(

「
信
疑
論
」.

『曽
我
量
深
選
集
』
第
二
巻
・
一
五
二
頁)

155



と
指
摘
す
る
よ
う
に
「若
信
若
不
信
」

の
状
態
で
あ
る
。
「若
信 

若
不
信
」
と
は
、
疑
っ
て
い
る
と
か
、
信
じ
て
い
な
い
と
い
う
否 

定
的
観
念
で
は
な
く'

獲
信
し
た
、
正
信
に
達
し
た
と
い
う
仏
智 

を
信
じ
る
自
己
の
主
観
を
信
じ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
了
解
で
き 

る
。
こ
の
よ
う
に
信
じ
る
状
態
を
信
心
と
す
る
こ
と
は
、
信
仰
に 

お
け
る
陶
酔
で
あ
り' 

信
じ
る
対
象
へ
の
批
判
を
受
け
入
れ
ず' 

他
を
排
除
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
「
仏
智
の
不
思
議
を
疑
惑
」 

す
る
と
は
、
自
己
の
主
観
を
信
じ
、
執
着
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ 

れ

は

「自
心
執
着
」
「自
力
執
心
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
『
ー
 

念
多
念
文
意
』

に
は
、

「
不
定
聚
」
は
自
力
の
念
仏
、
疑
惑
の
念
仏
の
人
は
、
報
土 

に
な
し
と
い
ふ
な
り
。(

『定
親
全
』
三

・
和
文
篇
一
三
ハ
頁) 

と
あ
る
。
疑

は

「自
力
」

の
念
仏
と
深
く
関
わ
る
こ
と
が
了
解
で 

き
る
。
親
鸞
に
お
け
る
疑
の
了
解
に
対
し
て
は
、
無
明
や
煩
悩
と 

同
義
語
と
し
て
了
解
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
他
力
回
向
の
信
に 

対
す
る
疑
と
し
て
了
解
す
る
以
上
、
「自
力
」
と
い
う
こ
と
を
抜 

き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
第
六
首
に
は
、
 

自
力
称
名
の
ひ
と
は
み
な 

如
来
の
本
願
信
ぜ
ね
ば 

う
た
が
ふ
っ
み
の
ふ
か
き
ゆ
へ

七
宝
の
獄
に
ぞ
い
ま
し
む
る

(

文
明
本
『定
親
全
』
二

・
和
讃
篇
一
九
一
頁) 

と
あ
る
。
称
名
念
仏
し
な
が
ら
も
「本
願
の
嘉
号
を
も
っ
て
己
が 

善
根
と
す
る
」
こ
と
が
、
「如
来
の
本
願
」
を
疑
う
こ
と
に
な
る
。
 

勿

論

「疑
」
は
、
疑
う
対
象
に
ふ
れ
な
け
れ
ば
生
ず
る
こ
と
は
な 

い
。
名
号
に
ふ
れ
、
本
願
に
帰
し
た
身
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
生
ず 

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
内
容
は
第
二
十
願
の
機
を
表
わ
す
も
の
で 

あ
り
、
自
力
念
仏
の
行
者
が
誓
願
を
か
た
く
な
に
信
じ
込
み
、
こ 

の
信
心
を
真
実
心
と
無
根
拠
に
信
じ
称
名
念
仏
す
る
事
が
内
実
に 

あ
る
。
本
願
に
帰
し
た
身
で
あ
り
な
が
ら
、
二
心
を
も
っ
て
名
号 

を
わ
が
善
根
と
す
る
こ
と
は
「自
力
」

の
信
心
で
あ
る
。
こ
こ
に 

仏
智
の
不
思
議
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
「自
力
」
執
心
が
あ 

り
、
自
己
の
主
観
を
根
拠
に
し
、
執
着
し
て
い
る
こ
と
が
内
在
し 

て
い
る
と
い
え
る
。

「疑
惑
和
讃
」
に

お

い

て

「信
じ
る
」
と
い
う
表
現
は
多
々
み 

ら
れ
る
が
、
そ

れ

は

「
罪
福
」
を
信
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の 

「
罪
福
信
」
に
つ
い
て
第
十
五
首
で
は
、

罪
福
ふ
か
く
信
じ
っ

 ゝ

善
本
修
習
す
る
ひ
と
は 

疑
心
の
善
人
な
る
ゆ
へ
に 

方
便
化
土
に
と
ま
る
な
り
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(

文
明
本
『定
親
全
』
ー
：

和
讃
篇
一
九
五
頁) 

と
詠
わ
れ
る
。
自
力
を
尽
く
し
善
本
を
修
習
し
た
と
し
て
も
、
ど 

こ
ま
で
も
善
悪
の
因
果
に
執
わ
れ
罪
福
信
と
な
る
故
に
、
方
便
化 

土
に
留
る
の
で
あ
る
。
罪
の
原
因
と
し
て
悪
を
恐
れ
、
幸
福
の
原 

因
と
し
て
善
を
求
め
る
と
い
う
罪
福
信
は
、
善
悪
の
因
果
を
信
じ 

執
わ
れ
、
自
己
の
主
観
を
信
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
 

本
願
に
帰
し
た
身
で
あ
り
な
が
ら
、
名
号
を
善
因
と
し
て
、
自
力 

心
で
称
名
し
、
諸
行
を
悪
因
と
し
て
廃
捨
す
る
念
仏
行
者
の
内
実 

が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
様
な
罪
福
を
信
じ
、
名
号
に
執
持
す
る 

念
仏
行
者
の
問
題
は
、
仏
道
を
歩
む
衆
生
の
現
実
な
る
す
が
た
で 

あ
り
、
自
力
執
心
の
深
層
性
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
 

「
仏
智
疑
惑
」

の
問
題
と
は
、
仏
道
を
誠
実
に
歩
も
う
と
す
る
行 

者
の
意
識
の
底
に
深
く
隠
さ
れ
て
い
る
信
仰
心
の
問
題
を
示
し
て 

い
る
。
そ

こ

に

は

「疑
心
の
善
人
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
自
己 

の
信
念
を
根
拠
と
し
、
自

ら

を

「善
人
」
と
し
て
自
己
を
絶
対
化 

す

る

「我
執
」

の
様
相
が
窺
え
る
。
自
ら
を
善
人
と
す
る
こ
と
は
、
 

「仏
智
疑
惑
」

の
自
覚
は
無
く
、
「
罪
」

の
意
識
も
な
い
の
で
あ 

る
。
こ

の

「
罪
」

の
意
識
な
く
陶
酔
し
て
い
る
こ
と
が
疑
心
の
性 

格
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、

『大
経
』
智
慧 

段
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
も' 

ま
た
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
仏

智
を
疑
惑
す
る
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、
か
の
宮
殿
に
生
ま
れ 

ん
。
刑
罰
乃
至
一
念
の
悪
事
す
ら
有
る
こ
と
な
く
、
た
だ
五 

百
歳
の
中
に
お
い
て' 

三
宝
を
見
た
て
ま
っ
ら
ず' 

も
ろ
も 

ろ
の
善
本
を
供
養
し
修
す
る
こ
と
を
得
ず' 

こ
れ
を
も
っ
て 

苦
と
す
。
余
の
楽
有
り
と
い
え
ど
も
、
猶
し
か
の
処
を
楽
わ 

ず
。 

(

『真
聖
全
』

一
・
四
四
頁) 

こ
の
文
で
は
、
仏
智
疑
惑
に
お
い
て
「
刑
罰' 

乃
至
、

一
念
の
悪 

事
す
ら
有
る
こ
と
な
し
」
と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
で
き
る
。
 

こ
れ
は
、
罪
福
信
を
抱
き
善
果
を
求
め
る
故
、
「罪
」
は
お
ろ
か 

「
刑
罰
」
「悪
事
」

の
意
識
は
な
く
、
む

し

ろ

「楽
」

に
満
ち
て 

い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ

の

文

で

「楽
」

が 

「苦
」

で
あ
る
と
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
、
無

意

識

な

「
罪
」

の
問 

題
性
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ

こ

に

「
仏
智
疑 

惑
」
か
ら
展
開
し
た
「
罪
福
信
」

の
性
格
が
、
無

意

識

な

「
罪
」 

と
し
て
決
定
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「疑
心
の
善 

人
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
罪
福
信
の
性
格
は
明
ら
か
に
な
る
の
で 

あ
る
。

「疑
心
の
善
人
」
は
、
こ
の
様
な
根
強
い
「
我
執
」
か
ら
完
全 

に
解
放
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
深
い
自
己
閉
鎖
の
世
界
に
留
ま
っ
て 

い
る
。
こ
の
境
位
は
「方
便
化
土
」
と
教
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
 

具
体
的
に
は
以
下
の
よ
う
に
譬
え
ら
れ
る
。
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罪
福
信
ず
る
行
者
は 

仏
智
の
不
思
議
を
う
た
が
ひ
て 

疑
城
胎
宮
に
と
ヾ
ま
れ
ば 

三
宝
に
は
な
れ
た
て
ま
つ
る

(

文
明
本
『定
親
全
』
ー
ー
・
和
讃
篇
一
八
九
頁) 

こ
こ
で
い
う
「
胎
宮
」
は

「快
楽
の
宮
殿
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
 

人
間
の
欲
求
が
満
た
さ
れ
る
快
楽
の
世
界
で
あ
る
た
め
、
そ
の
世 

界
か
ら
出
離
す
る
こ
と
を
願
わ
な
い
境
位
を
意
味
す
る
。

つ
ま
り 

善
悪
の
因
果
を
信
じ
、
そ
れ
に
執
わ
れ
自
己
閉
鎖
す
る
こ
と
に
よ 

り
、
自
ら
が
理
想
と
す
る
快
楽
の
世
界
に
満
足
し
、
我
執
し
て
い 

る
我
が
身
そ
の
も
の
が
自
覚
で
き
な
い
様
相
を
示
し
て
い
る
と
い 

え
よ
う
。
ま

た

「疑
城
」
は
、
疑
い
と
い
う
自
己
を
防
御
す
る
城 

を
築
く
こ
と
で
あ
り
、
自
己
閉
鎖
に
陥
り
、
他
を
疎
外
し
て
い
く 

様
相
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
我
が
身
を
省
み
る
こ
と 

が
で
き
ず
、
同
時
に
自
ら
の
過
ち
が
自
覚
で
き
ず
に
、
他
を
非
難 

し
て
い
く
仏
道
の
歩
み
な
き
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
 

第
十
四
首
で
も
、

辺
地
七
宝
の
宮
殿
に

五
百
歳
ま
で
い
で
ず
し
て 

み
づ
か
ら
過
咎
を
な
さ
し
め
て 

も
ろ
ゝ
ゝ
の
厄
を
う
く
る
な
り

(

文
明
本
『定
親
全
』
ー
：

和
讃
篇
一
九
五
頁) 

と
詠
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
最

後

に

あ

る

「
厄
」
に

「
も
ろ
く
あ 

や
う
き
な
り
」
と
左
訓
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ

は

「
辺
地
七
宝 

の
宮
殿
」
が
、
砂
上
の
楼
閣
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
 

人
智
を
根
拠
と
し
て
い
る
た
め
限
界
が
あ
り
、
脆
く
崩
れ
や
す
い 

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
仏
智
を
疑
惑
し
、
人
智
の
分
別
に
依
拠 

す
る
こ
と
は
自
我
の
固
執
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
能
力
に 

よ
っ
て
人
間
の
能
力
を
越
え
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り 

「
辺
地
七
宝
の
宮
殿
」
に
留
ま
る
こ
と
は
、
決
し
て
人
間
の
能
力 

に
よ
っ
て
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
限
界
性
と
、
仏
道
の
歩
み
な

⑲
 

き
留
滞
し
た
衆
生
の
境
位
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う 

な
宮
殿
に
生
ま
れ
て
五
百
歳
の
間
、
仏
を
見
る
こ
と
な
く
、
経
法 

を
聞
く
こ
と
な
く
、
菩

薩

・
聖
衆
等
を
見
る
こ
と
の
で
き
な
い 

「疑
心
の
善
人
」
は
胎
生
に
生
ず
る
が
、
こ
れ
は
疑
が
真
実
を
覆 

い
、
障
げ
を
も
意
味
す
る
と
い
え
る
。
親

鸞

に

は

「疑
雲
」
「疑 

蓋
」
「疑
城
」
「疑
網
」
な
ど
の
用
例
が
あ
る
が
、
外
界
に
対
し
て 

知
る
こ
と
を
求
め
ず
、
閉
鎖
的
で
あ
る
境
涯
を
意
味
し
て
い
る
と 

い
え
る
。

こ
こ
か
ら
も
、
疑
に
よ
る
自
己
閉
鎖
，
自
己
疎
外
が 

「我
執
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
の 

で
あ
る
。

以
上
の
様
に
、

『大
経
』
智
慧
段
を
典
拠
と
す
る
「疑
惑
和
讃
」
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は
、
「仏
智
疑
惑
」
を

「
不
了
仏
智
」
と
し
、
こ

れ

に

よ

り

「自 

力
称
名
」
「
罪
福
信
」
が
展
開
さ
れ
、
「
懈
慢
界
」
「疑
城
胎
宮
」 

の
果
を
招
く
こ
と
が
了
解
で
き
た
。
そ
の
疑
の
内
実
は
、
本
願
に 

帰
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
名
号
に
執
持
し
、
信
心
を
獲
得
し
た 

こ
と
を
誇
り
、
陶
酔
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
 

仏
智
を
疑
惑
し
て
い
る
と
い
う
意
識
は
な
く'

自
己
の
主
観
を
根 

拠

と

す

る

「
我
執
」
が
貫
か
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
こ
の
よ
う
に 

「疑
」
を
了
解
し
て
、
仏
道
を
歩
む
衆
生
の
現
実
の
す
が
た
と
信 

仰
す
る
人
間
の
問
題
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
 

ニ
、
う
た
が
う
つ
み
と
が
を

し
ら
せ
ん 

親
鸞
に
お
け
る
「疑
」

の
了
解
を
見
て
い
く
上
で
問
題
に
な
る 

の
は
、
第
二
十
願
の
成
就
文
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
「疑
惑
和
讃
」 

の
典
拠
と
な
る
『大
経
』

の
智
慧
段
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
 

も
し
衆
生
有
り
て' 

疑
惑
の
心
を
も
っ
て
、
も
ろ
も
ろ
の
功 

徳
を
修
し
て
、
か
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ぜ
ん
。
仏

智

，
不 

思

議

智

・
不
可
称
智
・
大
乗
広
智
・
無
等
無
倫
最
上
勝
智
を 

了
ら
ず
し
て
、
こ
の
諸
智
に
お
い
て
、
疑
惑
し
て
信
ぜ
ず
、
 

し
か
も
猶
し
罪
福
を
信
じ
て
、
善
本
を
修
習
し
て
、
そ
の
国 

に
生
ま
れ
ん
と
願
ぜ
ん
。
こ
の
も
ろ
も
ろ
の
衆
生' 

か
の
宮 

殿
に
生
ま
れ
て' 

寿
五
百
歳
、
常
に
仏
を
見
た
て
ま
つ
ら
ず
、

経
法
を
聞
か
ず
、
菩

薩

・
声

聞

・
聖
衆
を
見
ず
。
こ
の
ゆ
え 

に
か
の
国
土
に
お
い
て
、
こ
れ
を
胎
生
と
謂
う
。
も
し
衆
生 

あ
り
て
、
明
ら
か
に
仏
智
乃
至
勝
智
を
信
じ
、
も
ろ
も
ろ
の 

功
徳
を
作
し
、
信
心
回
向
す
れ
ば
、
こ
の
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
、
 

七
宝
華
の
中
に
お
い
て
、
自
然
に
化
生
し
、
跡
趺
し
て
坐
し
、
 

須
臾
の
頃
に
、
身
相

光
明

，
智
慧
功
徳
、
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩 

の
ご
と
く
、
具
足
し
成
就
せ
ん
。

(

『真
聖
全
』

「

四
三
頁) 

と
示
さ
れ
る
。
こ
の
文
で
は
、
往
生
浄
土
の
在
り
方
に
胎
生
，
化 

生
の
二
種
が
あ
り
、
胎

生

，
化
生
と
い
う
二
種
で
分
類
さ
れ
る
原 

因
が
、
仏
智
に
対
す
る
衆
生
の
信
・
疑
の
決
判
で
あ
る
こ
と
を
明 

し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
仏
智
不
思
議
を
信
じ
、
も
ろ
も
ろ
の 

功

徳
を

作

す

「
明
信
仏
智
」

の

衆

生

は

「化
生
」
し
、
仏
智
を
疑 

惑
し
、
罪
福
を

信
じ
善
本
を

修
す

る
「
不
了
仏
智
」

の
衆
生
は 

「
胎
生
」
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら 

に
こ
の
後
に
は
、

弥
勒
、
当
に
知
る
べ
し
、
か
の
化
生
の
者
は
、
智
慧
勝
れ
た 

る
が
ゆ
え
に
。
そ
の
胎
生
の
者
は
、
み
な
智
慧
な
き
な
り
。
 

五
百
歳
の
中
に
お
い
て
、
常
に
仏
を
見
た
て
ま
つ
ら
ず
、
経 

法
を
聞
か
ず' 

菩

薩

，
も
ろ
も
ろ
の
声
聞
衆
を
見
ず
、
仏
を 

供
養
す
る
に
由
な
し
。
菩
薩
の
法
式
を
知
ら
ず' 

功
徳
を
修
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習
す
る
こ
と
を
得
ず
。
当
に
知
る
べ
し
、
こ
の
人
は
宿
世
の 

時
、
智
慧
あ
る
こ
と
な
し
。
疑
惑
の
致
す
と
こ
ろ
な
り
。

(

『真
聖
全
」

一
・
四
三
——
四
頁) 

と
あ
る
こ
と
に
注
意
で
き
る
。
先
の
文
は
、
単
に
胎
生
，
化
生
の 

了
解
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
胎
生
と
化
生
、
「
明
信
仏 

智
」
と

「
不
了
仏
智
」

の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
「
不
了
仏
智
」
 

の
自
覚
を
衆
生
に
徹
底
せ
し
め
、
「
明
信
仏
智
」

の
衆
生
に
な
ら 

ん
こ
と
を
勧
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
衆
生
の
仏 

智
に
対
す
る
信
・
疑
を
軸
と
し
、
「
不
了
仏
智
」
を
誡
め
、
「
明
信 

仏
智
」

の
真
実
信
心
の
智
慧
を
開
顕
さ
せ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ 

る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
第

十

八

願

で

「
十
方
衆
生
」

に 

「若
不
生
者
不
取
正
覚
」
と
誓
い
な
が
ら
、
「唯
除
五
逆
誹
謗
正 

法
」
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
い 

う
人
間
の
持
つ
罪
の
内
面
性
が
「
不
了
仏
智
」
と
し
て
智
慧
段
に 

お
い
て
も
開
説
さ
れ
る
の
は
、
「
不
了
仏
智
」

の
故
に
五
逆
罪
を 

作
り
、
正
法
を
誹
謗
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
逆
に
「
不
了
仏 

智
」
と
い
う
こ
と
が
本
願
に
お
け
る
唯
除
の
内
面
と
し
て
捉
え
る 

こ
と
が
で
き
、
智
慧
段
の
教
説
の
上
に
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」 

の
意
味
を
明
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
親

鸞

は

「
唯
除 

五
逆
誹
謗
正
法
」
を

『尊
号
真
像
銘
文
』

で
、

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
い
ふ
は
、
唯
除
と
い
ふ
は
た.
、

の
ぞ
く
と
い
ふ
こ
と
ば
也
、
五
逆
の
つ
み
び
と
を
き
ら
い
、
 

誹
謗
の
お
も
き
と
が
を
し
ら
せ
む
と
也
。
こ
の
ふ
た
つ
の
っ 

み
の
お
も
き
こ
と
を
し
め
し
て' 

十
方
一
切
の
衆
生
み
な
も 

れ
ず
往
生
す
べ
し
と
し
ら
せ
む
と
な
り
。

(

『定
親
全
」
三.

和
文
篇
七
五
——
六
頁) 

と
了
解
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
五
逆
」
「誹
謗
正
法
」

で
あ
る 

衆
生
は
如
来
の
誓
願
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
が
、
「
五
逆
」
「誹
謗 

正
法
」

で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
ん
が
た
め
に
「
唯
除
」
が
誓
わ
れ
、
 

二
つ
の
罪
の
重
き
こ
と
を
信
知
す
る
こ
と
に
よ
り' 

往
生
す
べ
き 

身
と
な
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ

は

「若
不
生
者
不
取 

正
覚
」
と
誓
う
如
来
大
悲
の
誓
願
が
、
我
執
に
依
っ
て
流
転
し
て 

い
る
衆
生
に' 

妥
協
す
る
こ
と
な
く
唯
除
す
る
こ
と
に
よ
り
衆
生 

の
実
相
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の

「
唯
除
」
の
誓 

い
に
よ
り
、
「如
来
の
尊
号
を
お
の
れ
が
善
根
と
し
て
、
み
づ
か

㉑
 

ら
浄
土
に
回
向
し
て
果
遂
の
ち
か
ひ
を
た
の
」
み
、
「
不
可
称
不

㉒
 

可
説
不
可
思
議
の
大
悲
の
誓
願
を
う
た
が
う
」
衆
生
を
否
定
し
、
 

「
五
逆
」
「誹
謗
正
法
」

で
あ
る
こ
と
に
覚
知
せ
し
め
、
そ
れ
に 

よ
り
往
生
す
べ
き
身
へ
と
転
成
し
「若
不
生
者
不
取
正
覚
」

の
誓 

い
が
成
就
す
る
の
で
あ
る
。

つ

ま

り

「唯
除
」
に
よ
っ
て
念
仏
行 

者
の
信
の
不
純
性
が
、
「疑
」

で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
と
こ 

ろ
に
本
願
成
就
の
信
心
が
見
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ

160



と

が

「
疑
惑
和
讃
」
の
結
び

に
「
顕
智
本
」
で
、
 

仏
智
う
た
が
ふ 

っ
み
と
が
の
ふ
か
き
こ
と
を
あ
ら
は
せ
り
こ 

れ
を
へ
ん
ぢ
け
ま
ん
た
い
し
ゃ
う
な
ん
ど
、
い
ふ
な
り

(

『定
親
全
』
二

，
和
讃
篇
二
〇
一
頁) 

と
あ
り
、
「文
明
本
」

に
は
、

弥
陀
の
御
ち
か
ひ
を
う
た
が
ふ
っ
み
と
が
を
し
ら
せ
ん
と
あ 

ら
は
せ
る
な
り 

(

『定
親
全
二
：

和
讃
篇
二
〇
一
頁) 

と
言
わ
れ
る
こ
と
と
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
「疑
」
と
い
う
こ 

と
は
自
己
を
主
観
と
し
、
疑
い
の
意
識
が
な
い
た
め
、
自
ら
で 

「疑
」
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
か
ら
の
用
き
、

つ
ま
り
如 

来
大
悲
の

誓

願
に
よ
っ
て

「う
た
が
ふ
っ
み
と
が
」
を

「
し
ら 

せ
」
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
疑
と
い
う
こ
と
が
覚
知
で
き
る
の
で 

あ
る
。
こ
の
表
白
は
、
単

に

「疑
惑
和
讃
」

の
要
旨
を
示
す
も
の 

で
は
な
く
、

『大
経
』

の
展
開
に
よ
っ
て
、
如
来
大
悲
の
誓
願
が 

衆
生
の
疑
な
る
現
実
を
知
ら
し
め' 

誡
め
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し 

た
文
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
勿
論
「疑
惑 

和
讃
」

の
内
容
全
体
に
関
わ
る
こ
と
で
も
あ
る
。

こ
の
和
讃
の
結
び
の
文
は
、
末
代
の
衆
生
に
疑
惑
を
誡
め
た
親 

数 

切
心
か
ら
表
わ
さ
れ
た
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
確

か

に

『正
像
末 

和
讃
』
は
、
製
作
の
前
年
に
関
東
門
侶
の
異
義
動
揺
や
善
鸞
義
絶 

の
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
親
鸞
は
末
法
の
実
相
を

悲
歎
し
、
末
法
の
衆
生
の
現
実
を
誡
め
る
た
め
に
「
疑
惑
和
讃
」 

を
製
作
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
『正
像
末
和
讃
』 

の
冒
頭
に
は
、

康
元
二
歳
丁
巳
二
月
九
日
夜

寅
時
夢
告
云 

弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し 

本
願
信
ず
る
ひ
と
は
み
な 

摂
取
不
捨
の
利
益
に
て 

無
上
覚
を
ば
さ
と
る
な
り

(

『定
親
全
」
ー:

和
讚
篇
一
五
七
—
ハ
頁) 

と
あ
る
。
こ
の
夢
告
和
讃
は
『正
像
末
和
讃
』

に
お
い
て
大
き
な 

意
義
を
持
つ
。
こ
の
餡
歹
告
和
讃
で
「
弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
」
と 

説
か
れ
る
こ
と
は
、
「雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
い
う
親 

鸞
自
身
の
回
心
の
原
点
へ
再
び
立
ち
返
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。 

そ
れ
は
、
法
然
の
教
言
に
導
か
れ
て
本
願
に
帰
し
た
値
遇
の
再
確 

認
で
あ
り
、
末
法
の
世
を
自
覚
し
、
そ
の
中
に
お
い
て
本
願
に
生 

き
よ
う
と
す
る
表
明
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
如
来
の
願
心
に
目
覚 

め
立
ち
、
そ
こ
に
末
法
の
衆
生
の
現
実
が
照
ら
し
出
さ
れ
た
「黴

㉔

悔
と
讃
嘆
の
交
響
」
が

『正
像
末
和
讃
』
な
の
で
あ
る
。
同
様
に 

「
疑
惑
和
讃
」
も
末
法
の
衆
生
を
悲
歎
し
誡
め
る
だ
け
の
も
の
で 

は
な
く
、
自
他
の
罪
障
を
懺
悔
し
、
如
来
大
悲
の
仏
恩
を
仰
ぐ
表 

⑹



明
を
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
 

ま
た
先
程
か
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「疑
惑
和
讃
」
が

『大 

経
』
智
慧
段
を
典
拠
と
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
如
来
大
悲 

の
誓
願
が
疑
な
る
現
実
を
知
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
り
、
親
鸞
自
ら 

の
自
力
疑
心
が
厳
し
く
誡
め
ら
れ
た
和
讃
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

つ

ま

り

『大
経
』
智
慧
段
か
ら
人
間
の
執
心
性
と
、

『大
経
』

の 

本
願
文
か
ら
そ
れ
を
知
ら
し
め
る
如
来
大
悲
の
誓
願
を
読
み
取
り
、
 

「疑
惑
和
讃
」
そ
の
も
の
が
厳
し
く
自
己
の
信
心
批
判
を
し
て
い 

く
和
讃
と
し
て
製
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は 

「疑
惑
和
讃
」

の
構
成
か
ら
も
明
確
に
な
る
。

「
顕
智
本
」

の
冠
頭
に
は
、
「
愚
禿
述
懐
」
と
あ
り
、
親
鸞
の 

自
覚
の
表
明
が
為
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
先
に
製
作
さ
れ
て
い 

る

『浄
土
和
讃
』

『高
僧
和
讃
』

が
、
大
聖
の
真
言
、
祖
師
の
解 

釈
の
伝
承
を
表
わ
す
こ
と
か
ら
、

『正
像
末
和
讃
』

に
は
伝
承
に 

よ
る
法
の
信
受
が
示
さ
れ
、
親
鸞
自
身
の
己
証
が
表
明
さ
れ
て
い 

る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
「
愚
禿
述
懐
」
と
表
明
す
る
こ
と 

に
よ
り
、

『正
像
末
和
讃
』
五
十
八
首
の
讃
意
が
充
足
さ
れ
て
、
 

諸
仏
伝
承
に
お
け
る
法
の
信
受
を
も
っ
て
親
鸞
の
己
証
を
内
実
と 

し

た

「疑
惑
和
讃
」
が
展
開
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の 

事

柄

は

「文
明
本
」
に
お
い
て
、
さ
ら
に
明
確
に
な
る
と
思
わ
れ 

る
。
「
顕
智
本
」

で

は

「
愚
禿
述
懐
」

の
題
目
が
あ
る
の
に
対
し

て
、
「文
明
本
」

に

は

な

く

『正
像
末
和
讃
』

五
十
八
首
が
終
り 

次
第
、
「疑
惑
和
讃
」
が
始
ま
っ
て
い
る
。
こ

れ

は

『正
像
末
和 

讃
』

の
結
讃
に
あ
る
、

如
来
大
悲
の
恩
徳
は 

身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
し 

師
主
知
識
の
恩
徳
も 

ほ
ね
を
く
だ
き
て
も
謝
す
べ
し

(

文
明
本
『定
親
全
」
二

，
和
讃
篇
一
ハ
七
頁) 

の
展
開
と
し
て
「疑
惑
和
讃
」
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
は
考 

え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
「如
来
大
悲
の
恩
徳
」
「師 

主
知
識
の
恩
徳
」
と
讃
詠
さ
れ
る
こ
と
は
、
法
の
信
受
に
よ
っ
て 

明
照

さ
れ

た

「疑
」
と
い
う
自
力
執
心
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
の
で 

き
な
い
徹
底
的
な
自
覚
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
表
明
で
あ
る
。
こ 

の
よ
う
な
自
覚
に
基
づ
く
親
鸞
自
身
の
懺
悔
の
内
実
が'

「疑
惑 

和
讃
」

へ
と
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ

ま

り

「疑
惑
和
讃
」 

は
、
単
に
末
代
の
衆
生
を
誡
め
る
だ
け
の
述
懐
で
は
な
く
、
罪
障 

の
懺
悔
と
弥
陀
の
讃
嘆
を
表
白
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
こ
の
罪
障
の
懺
悔
と
弥
陀
の
讃
嘆
の
関
係
は
「疑
惑
和 

讃
」

の
結
讃
で
、
以
下
の
よ
う
に
詠
わ
れ
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
。
 

仏
智
う
た
が
ふ
つ
み
ふ
か
し 

こ
の
心
お
も
ひ
し
る
な
ら
ば
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く
ゆ
る
こ
ゝ
ろ
を
む
ね
と
し
て 

仏
智
の
不
思
議
を
た
の
む
べ
し

(

文
明
本
『定
親
全
」
ー
 

ー
・
和
讃
篇
一
九
九
頁) 

こ
こ
で
は
ま
ず
、
仏
智
を
疑
う
こ
と
が
深
い
罪
で
あ
る
こ
と
を 

「
お
も
ひ
し
る
な
ら
ば
」
と
詠
わ
れ
て
い
る
。
先
程
か
ら
述
べ
て 

い
る
よ
う
に
、
「疑
心
」
に
は
そ
の
自
覚
は
な
く
、
「
罪
」

の
意
識 

も
な
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
そ

の

「疑
」
を

「
罪
」
と
知
る
と 

い
う
こ
と
が' 

悔

い

る

心

を

旨

と

し

「仏
智
の
不
思
議
を
た
の 

む
」
身
に
な
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ

れ

は

「如
来
大
悲
」
「
師 

主
知
識
」

の
恩
徳
を
知
っ
た
、
自
力
執
心
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
の 

で
き
な
い
、
親
鸞
自
身
の
懺
悔
で
あ
ろ
う
。
そ
の
懺
悔
は
、
単
に 

仏
智
を
疑
う
と
い
う
罪
を
悔
い
改
め
、
疑
い
を
捨
て
る
の
で
は
な 

く'

罪
を
知
り' 

悔
い
る
こ
と
を
内
実
と
す
る
。

こ

れ

は

『大 

経
』
智
慧
段
で
述
べ
ら
れ
る
、

も
し
こ
の
衆
生
、
そ
の
本
の
罪
を
識
り
て
、
深
く
自
ら
悔
責 

し
て
、
か
の
処
を
離
れ
ん
こ
と
を
求
め
ん
、
す
な
わ
ち
意
の 

ご
と
く
無
量
寿
仏
の
所
に
往
詣
し
恭
敬
し
供
養
す
る
こ
と
を 

得
。 

(

『真
聖
全
」

一
・
四
四
頁) 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
智
疑
惑
を
自
ら
の
「
本
の
罪
」
と
識
り
、
 

深
く
懺
悔
す
る
こ
と
に
お
い
て
「
本
の
罪
」
か
ら
の
解
放
が
実
現 

す
る
の
で
あ
る
。
「本
の
罪
」
自
体
を
消
滅
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、

「本
の
罪
」
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
身
を
覚
知
す
る
こ
と 

に
よ
り
、
自
力
の
執
心
が
摧
破
さ
れ
、
「
く
ゆ
る
こ
ゝ
ろ
を
む
ね
」 

と
し
、
懺
悔
す
る
身
へ
と
転
ず
る
と
こ
ろ
に
「
信
」
は
成
立
す
る
。
 

そ
し
て
こ
の
転
成
の
力
用
は
『浄
土
和
讃
』

で' 

定
散
自
力
の
称
名
は 

果
遂
の
ち
か
ひ
に
帰
し
て
こ
そ 

お
し
へ
ざ
れ
ど
も
自
然
に 

真
如
の
門
に
転
入
す
る(

『定
親
全
』
二

，
和
讃
篇
四
一
頁) 

と
詠
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
和
讃
で
は
、
「定
散
自
力
」

の
執
心
か 

ら
離
れ
難
い
念
仏
行
者
を
悲
し
み' 

仏
智
疑
惑
の
身
を
明
照
し
、
 

「真
如
」

の
門
へ
と
転
入
さ
せ
る
、
如
来
大
悲
の
誓
願
の
力
用
を 

「
果
遂
の
誓
」
と
し
て
示
し
て
い
る
。
ま

た

「
転
入
」
と

は

「
っ 

み
を
け
し
う
し
な
わ
ず
し
て
善
に
な
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
 

「
本
の
罪
」
を
断
滅
す
る
の
で
は
な
く
、
罪
の
身
の
ま
ま
に
衆
生 

を
摂
取
す
る
如
来
願
力
の
用
き
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に 

第

二

十

願

で

「
不
果
遂
者
不
取
正
覚
」
と
誓
わ
れ
る
こ
と
の
意
義 

が
明
ら
か
に
な
る
。
第
二
十
願
で
誓
わ
れ
る
こ
と
は
、
衆
生
の
我 

執
の
深
さ
を
覚
知
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
り
真
実
信
心
を
成
就
せ
し 

め

る

「
果
遂
の
誓
」
を
意
味
す
る
。
そ

れ

は

「
真
実
方
便
の
願
」 

と

し

て

「
至
心
回
向
」
を
勧
め
る
態
を
と
り
な
が
ら
、
名
号
を
善
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本

，
徳
本
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
誤
り
を
明
確
に
し
、
自
力
執
心 

な
る
身
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は 

先
程
述
べ
た
第
十
八
願
の
唯
除
の
意
義
と
関
連
し
て
い
る
と
い
え 

る
。
こ
れ
に
よ
り
「本
の
罪
」
を
持
つ
我
が
身
を
自
覚
し
た
信
心 

の
成
立
根
拠
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
親

鸞

の

い

う

「信
」
と
は
、
自
力 

の
執
心
が
無
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
「疑
」
と
い 

う
自
力
の
執
心
、
そ
の
も
の
の
正
体
が
虚
妄
顛
倒
で
あ
る
こ
と
の 

自
覚
で
あ
る
。
自
己
に
無
知
で
あ
る
衆
生
に
と
っ
て
自
己
を
明
ら 

か
に
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
り
、
あ
く

ま
で

も

「
果
遂
の
誓
」
と 

い
う
、
如
来
大
悲
の
誓
願
に
よ
っ
て
「疑
」
な
る
自
身
は
明
ら
か 

に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、

果
遂
の
誓
、
良
に
由
あ
る
か
な
。
こ
こ
に
久
し
く
願
海
に
入 

り
て
、
深
く
仏
恩
を
知
れ
り
。

(

「化
身
土
巻
」'

定
親
全
』

ー'

二
〇
九
頁) 

と
述
べ
ら
れ
る
「如
来
大
悲
の
恩
徳
」
と
い
う
こ
と
が
浮
き
彫
り 

に
な
る
の
で
あ
る
。

そ

れ

で

は

「
果
遂
の
誓
」

の
具
体
的
な
用
き
と
は
ど
の
よ
う
な 

も
の
で
あ
る
の
か
。
そ

れ

が

「
師
主
知
識
の
恩
徳
」
な
の
で
あ
る
。
 

親

鸞

は

『御
消
息
集
』

に
お
い
て
、

諸
仏
称
名
の
願
と
ま
ふ
し
、
諸
仏
咨
嗟
の
願
と
ま
ふ
し
さ
ふ

ら
ふ
な
る
は
、
十
方
衆
生
を
す
ゝ
め
ん
た
め
と
き
こ
へ
た
り
。 

ま
た
十
方
衆
生
の
疑
心
を
と,
、
め
ん
料
と
き
こ
へ
て
さ
ふ
ら 

ふ
。

『弥
陀
経
』

の
十
方
諸
仏
の
証
誠
の
や
う
に
て
き
こ
へ 

た
り
。
 

(

『定
親
全
」
三

，
書
簡
篇
一
五
五
頁) 

と
説
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
第
十
七
願
の
力
用
を
見
る
こ
と 

が
で
き
る
。
十

方

衆

生

の

「疑
心
を
と
ど
め
ん
」
た
め
に
、
自
己 

閉
鎖
の
世
界
を
破
り
、
衆
生
を
真
実
の
願
海
に
帰
入
せ
し
め
る
用 

き
こ
そ
、
諸
仏
の
称
揚
，
讃
嘆
で
あ
る
こ
と
が
第
十
七
願
の
内
実 

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
「善
知
識
」

の
教
え
を
聞
信
し
、
 

自
力
執
心
の
身
が
信
知
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
真
実
信
心
が
成
り
立 

つ
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
念
仏
行
者
の
不
純
性
を
照
し
出
す
道 

は
、
た
だ
第
十
七
願
で
誓
わ
れ
る
諸
仏
称
揚
，
讃
嘆
の
教
え
に
よ 

る
他
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以

下

の

「
源
空 

讃
」
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

諸
仏
方
便
と
き
い
た
り

源
空
ひ
じ
り
と
し
め
し
つ
、
 

無
上
の
信
心
お
し
へ
て
ぞ 

涅
槃
の
か
ど
を
ば
ひ
ら
き
け
る 

真
の
知
識
に
あ
ふ
こ
と
は 

か
た
き
が
な
か
に
な
を
か
た
し 

流
転
輪
廻
の
き
は
な
き
は
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疑
情
の
さ
は
り
に
し
く
ぞ
な
き

(

『定
親
全
』
ー:

和
讃
篇
一
三
ニ
頁) 

流
転
輪
廻
を
生
き
る
衆
生
に
と
っ
て
、
真
の
知
識
に
遇
う
は
難
中 

の
難
で
あ
る
。
し
か
し' 

衆

生

は

「真
の
知
識
」
に
遇
う
こ
と
に 

よ

り

「無
上
の
信
心
」
が
教
え
ら
れ

「疑
情
の
さ
わ
り
」
と
い
う 

現
実
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ

の

「真
の
知
識
」
と
は
、
親
鸞
に
と 

っ

て

「諸
仏
方
便
と
き
い
た
」
る

「源
空
ひ
じ
り
」
で
あ
る
。
親 

鸞
は
真
の
知
識
で
あ
る
源
空
に
遇
う
こ
と
に
よ
り
、
無
上
の
信
心 

が
教
え
ら
れ
、
「疑
情
の
さ
わ
り
」
が
明
ら
か
に
な
り
「
涅
槃
の 

か
ど
を
ば
ひ
ら
」
け
た
の
で
あ
る
。
念
仏
行
者
の
信
の
不
純
性
と 

い
う
こ
と
が
「
疑
情
の
さ
わ
り
」
を
因
と
し
て
い
る
こ
と
を
「真 

の
知
識
」
に
教
え
ら
れ
る
中
で
「無
上
の
信
心
」
が
成
立
す
る
の 

で
あ
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
源
空
は
仏
道
を
明
ら
か
に
し
た
師
で
あ 

る
と
共
に
、
親
鸞
に
お
け
る
仏
道
の
歩
み
を
終
始
一
貫
す
る
存
在 

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
常
に
善
知
識
か
ら
与
え
ら
れ
た
教
え
が
、
現 

在
に
お
い
て
鮮
明
化
さ
れ
、
聞
思
し
た
と
こ
ろ
に
親
鸞
に
お
け
る 

「
果
遂
の
誓
」
と

「師
主
知
識
の
恩
徳
」

の
実
感
が
あ
っ
た
と
い 

え
よ
う
。

つ
ま
り
真
実
の
教
え
を
説
き
、
衆
生
を
真
実
の
教
え
へ 

と
導
く
師
主
知
識
の
用
き
こ
そ
が
「
果
遂
の
誓
」

の
具
体
性
な
の

㉙
 

で
あ
る
。
諸
仏
・
善
知
識
が
教
え
を
勧
め
る
こ
と
に
よ
り
、
我
執 

の
身
で
あ
る
こ
と
を
衆
生
は
覚
知
す
る
の
で
あ
り
、
真
の
主
体
性

を
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
仏
，
善
知
識
の
用
き
は 

果
遂
の
誓
を
根
拠
と
す
る
善
巧
方
便
摂
化
の
具
体
化
で
あ
る
。
 

「疑
情
」

の
離
れ
難
き
衆
生
の
実
相
を
明
ら
か
に
し
、
「無
上
の 

信
心
」
に
帰
入
せ
し
め
よ
う
と
す
る
、
如
来
願
力
の
方
便
悲
引
で 

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以

上

の

『正
像
末
和
讃
』

の
展
開
か
ら
、
自
力
に
固
執
す
る
衆 

生

に

と

っ

て

「如
来
大
悲
」

の
力
用
、
「師
主
知
識
」

の
教
言
こ 

そ
が
、
衆
生
の
実
相
を
明
証
し
、
真
実
信
心
を
成
就
せ
し
め
る
こ 

と
が
了
解
で
き
る
。
そ
の
内
面
に
は
、
自
力
執
心
か
ら
抜
け
出
す 

こ
と
の
で
き
な
い
、
親
鸞
の
徹
底
的
な
懺
悔
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ 

り

「
疑
惑
和
讃
」
の
結
び
は
、
親
鸞
自
身
が
末
代
の
衆
生
に
教
誡 

を
施
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
く'

「疑
惑
」
す

る

自

身

を

「
果
遂 

の
誓
」

に
よ
っ
て
、
親
鸞
自
ら
が
誡
め
ら
れ
た
展
開
が
表
現
さ
れ 

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
仏
道
を
歩
む
衆
生
の
問
題
を
「疑
」 

と
定
め
た
智
慧
段
と
、
そ
れ
を
克
服
さ
せ
る
如
来
大
悲
の
願
心
を 

明
ら
か
に
し
た
本
願
文
と
い
う
『大
経
』

の
展
開
か
ら
明
ら
か
に 

な
っ
た
事
柄
を
明
確
に
し
て
い
る
。
念
仏
行
者
の
信
に
お
け
る
不 

純

性
と

し

て

「
仏
智
疑
惑
」

へ
の
懺
悔
と
、
そ
の
よ
う
な
衆
生
を 

「
果
遂
の
誓
」
と
し
て
用
く
如
来
の
大
悲
性
へ
の
讃
嘆
が
「疑
惑 

和
讃
」
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
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む

す

び

本
論
で
は
、
「疑
惑
和
讃
」

に
つ
い
て
二
点
の
問
題
を
考
察
し 

て
き
た
。

一
点
目
に
、
親

鸞

は

「疑
」
を

「
不
信
」

で
は
な
く 

「我
執
」
と
了
解
し
、
信
じ
る
こ
と
に
陶
酔
す
る
ゆ
え
、
仏
智
を 

疑
惑
し
て
い
る
意
識
が
な
く
、
自
己
の
主
観
を
根
拠
と
す
る
人
間 

の
自
力
執
心
性
を
明
確
に
し
た
。
親
鸞
の
了
解
す
る
「疑
」
は
、
 

人
間
が
持
つ
根
本
問
題
を
見
据
え
た
も
の
で
あ
る
。
信
仰
に
お
け 

る
無
意
識
な
る
自
己
陶
酔
は' 

仏
道
を
歩
む
衆
生
の
現
実
的
す
が 

た
で
あ
り
、
信
仰
す
る
人
間
に
関
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
る
。
か 

た
く
な
に
教
法
を
信
仰
し
、
自
己
閉
鎖
に
陥
り
他
を
疎
外
す
る
こ 

と
は
、
真
に
自
身
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
障
障
他
す
る 

人
間
関
係
に
潜
む
問
題
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
自
己
閉
鎖
と
疎
外
感
を
摧
破
す 

る

も

の

が

「第
二
十
願
」
に
表
わ
さ
れ
る
「
果
遂
の
誓
」
で
あ
り
、
 

そ
の
具
体
的
な
用
き
が
「
師
主
知
識
」

の
教
法
な
の
で
あ
る
。
自 

己
を
主
観
と
す
る
閉
鎖
性
と
疎
外
性
が
「疑
」
で
あ
り
、
そ
れ
が 

「
罪
」

で
あ
る
こ
と
を
「
し
ら
せ
ん
」
こ
と
に
よ
り
、
念
仏
行
者 

を
覚
知
せ
し
め
、
疑
を
信
に
転
成
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が 

『正
像
末
和
讃
』
か

ら

「疑
惑
和
讃
」
に
展
開
す
る
内
容
な
の
で 

あ
る
。

「疑
惑
和
讃
」
は
単
に
末
代
の
衆
生
を
教
誡
す
る
こ
と
の
み
に 

書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
親

鸞

は

『大
経
』
智
慧
段
か
ら
人
間 

の
執
心
性
と
、
本
願
文
か
ら
そ
れ
を
知
ら
し
め
る
如
来
大
悲
の
誓 

願
を
読
み
取
り
、
こ
の
様
な 

!

大
経
』

の
展
開
を
通
し
て
自
他
の 

信
心
を
批
判
す
る
和
讃
と
し
て
「疑
惑
和
讃
」
を
製
作
し
た
と
い 

え
る
の
で
あ
る
。

①
 

『大
漢
和
辞
典
』
巻
七
・
ー
ー
五
一
頁
参
照
。
ま
た
、
「
疑
」

の 

語

源

，
成
り
立
ち
に
つ
い
て
は' 

様
々
な
了
解
が
為
さ
れ
て
い
る
。

「
疑
」

の
左
の
つ
く
り
が
行
き
な
や
ん
で
立
ち
止
ま
っ
て
い
る
様
を 

表
わ
し
、
右
の
つ
く
り
が
子
と
止
が
合
成
し
、

こ
ど
も
が
よ
ち
よ
ち 

歩
く
意
を
表
わ
す
こ
と
か
ら
、
惑

う

，
恐
れ
等
の
意
味
が
出
て
き
た 

と
い
う
意
見
が
多
い
。

② 

桜

部

建

著

『仏
教
語
の
研
究
』

・
一
 

ー
〇
——

五
頁
。
六
種
と
は①

V

〇,ー
ー <

3

0113  
@
 5

(0111:2
11
：1

③

97-3111<1151  
④
 V一

!
！! &1

⑤
 

一
^
?
3

-3̂
&

112  
⑥

陰

-3"
ミ3

の
こ
と
を
指
す
。

③ 

福

原

亮

厳

稿

「
疑
惑
の
研
究
」(

『龍
谷
大
学
論
集
』
第
三
四
七 

号

・
四
七
頁)

④ 

『定
親
全
』

一
，
ハ
二
頁

⑤
 

『定
親
全
』

二

・
漢
文
篇
一
四
頁

⑥ 

江

上

浄

信

稿

「
仏
智
疑
惑
」(

『大
谷
学
報
』
第
六
三
巻
第
四
号
・

一
七
頁)

参
照
。

⑦ 

そ
の
他
引
用
文
に
は'

「疑
悔
」
「疑
愛
」
「疑
錯
」
「
遅
疑
」
「
疑 

怯
」
「
邪
疑
」
が
見
ら
れ
る
。

⑧ 

浅

野

教

信

稿

「
信
心
と
疑
惑
と
智
恵
」(

『親

鸞

大

系

思

想

篇

』
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第

十

二

巻

・
四
六
七
頁)

な
ど
。

⑨
 

香

月

院

深

励

講

述

「
広
文
類
会
読
記
」
巻

十

二
(

『真
宗
大
系
』 

十

四

巻

・
三
二
三
頁)

な
ど
。

⑩
 

北

村

龍

史

稿

「疑
に
つ
い
て
」(

『宗
学
院
論
集
』
第
六
十
五
号
・
 

三
頁)

⑪
 

『定
親
全
』

ー
ー
・
和
讃
篇
二
〇
一
頁

⑫
 

第
七
首
と
第
一 

ー
十
三
首
は
こ
れ
ら
の
内
容
と
異
な
る
が
、
詳
し
く 

は

拙

稿

「
疑
惑
和
讃
考
」(

二
九
九
七
年
度
大
谷
大
学
真
宗
学
会
例 

会
活
動
報
告
」
・
五
一 

ー——
ハ
頁)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑬

『定
親
全
』

一
・
一
三
五
頁

⑭
 

『定
親
全
』
二

・
和
讃
篇
一
九
九
頁

⑮
 

不
思
議
の
了
解
は
「
つ
ね
に
自
然
を
さ
た
せ
ば
、
義
な
き
を
義
と 

す
と
い
ふ
こ
と
は
、
な
を
義
の
あ
る
に
な
る
べ
し
。
こ
れ
は
仏
智
の 

不
思
議
に
て
あ
る
な
り
。
」(

『末
灯
鈔
」

第

五

通

・

『定
親
全
」 

三

・
書
簡
篇
七
四
頁)

や

「
如
来
の
誓
願
は
不
可
思
議
に
ま
し
ま
す 

ゆ
へ
に
、
仏
と
仏
と
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
。
凡
夫
の
は
か
ら
ひ
に
あ 

ら
ず
。
」(

『末
灯
鈔
』
第

七

通

・
『定
親
全
』
三

・
書
簡
篇
七
八
——
九 

頁)

と
言
わ
れ
る
こ
と
か
ら
了
解
で
き
る
。

⑯
 

村

上

速

水

稿

「
真
宗
の
無
明
義
に
関
す
る
一
試
論!
—

癡
無
明
と 

疑
無
明
の
問
題!

」(

『龍
谷
大
学
論
集
』
第
四
一
ニ
号)

、
寺
倉 

襄

稿

「
疑

・
無

明

・
愚
痴
の
交
際
に
つ
い
て!

真
宗
安
心
上
の
問 

題
と
し
て!

」(

『真
宗
研
究
」
第
四
輯)

な
ど
。

⑰
 

「化
身
土
巻
」

・

『定
親
全
」

一
・
三
〇
九
頁

⑱
 

詳

し

く
は

拙
稿
「
親
鸞
に
お
け
る
第
二
十
願
の
機
の
考
察
」(

『宗 

教
研
究
』
第
六
九
号
第
四
輯
・
二
〇
三
——

四
頁)

を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

⑲
 

「疑
惑
和
讃
」

で
は
、
「
辺
地
懈
慢
」
「疑
城
胎
宮
」

に

「
と
ま
る
」

「
と
ど
ま
る
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

こ
れ
は 

「
辺
地
懈
慢
」
「疑
城
胎
宮
」
が
留
滞
す
る
境
界
で
あ
っ
て
、
涅
槃 

と
い
う
最
後
の
境
地
に
到
達
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え 

よ
う
。

⑳
 

高

柳

正

裕

稿

「
無
量
寿
経
に
お
け
る
疑
の
位
置
」(

『教
化
研
究
』 

ー
ー
七
・
一
三
三
頁)

で
は
、
智
慧
段
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て 

「
親

鸞

が

「
大
無
量
寿
経
」
と

し

て

『無
量
寿
経
』
を
選
び
取
っ
た 

の
は
、
単

に

『無
量
寿
経
』
が
も
っ
と
も
洗
練
さ
れ
た
経
典
だ
か
ら 

で
は
な
く
、
仏
道
に
と
っ
て
の
最
大
難
関
を
「
疑
」

で
あ
る
と
見
出 

し
、
且
つ
そ
れ
を
超
え
る
道
を
明
か
さ
ん
と
す
る
願
心
の
展
開
全
体 

を

『無
量
寿
経
』

に
見
た
こ
と
に
よ
る
と
言
え
る
」
と
指
摘
し
て
い 

る
。

㉑
 

『浄
土
三
経
往
生
文
類
〈広
本
〉
』
・
『定
親
全
」
三

・
和
文
篇
三
四 

頁

㉒
 

『浄
土
三
経
往
生
文
類
〈広
本
〉
』
・
『定
親
全
」
三

・
和
文
篇
三
四 

頁

㉓
 

柏

原

祐

義

著

『三
帖
和
讃
講
義
」
・
ハ
三
ハ
頁 

㉔
 

松

原

祐

善

著

『正
像
末
和
讃
講
讃
』
・
一
七
頁 

㉕
 

『定
親
全
』

ー
：

和
讃
篇
一
八
ハ
頁 

㉖
 

『唯
信
鈔
文
意
』

・

『真
聖
全
』

二

；
ハ
ニ
三
頁 

㉗
 

唯
除
と
第
二
十
願
の
関
係
に
つ
い
て
は
拙
稿
「親
鸞
に
お
け
る
唯 

除
の
意
義
」(

『宗
教
研
究
」
第
七
一
号
第
四
輯
・
三
ニ
ー
頁)

を
参 

照
さ
れ
た
い
。

㉘
 

第
二
十
願
と
第
十
七
願
の
関
係
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
無
問
自
説
経 

と

し

て

の

『阿
弥
陀
経
」
」(

『大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
」
第
一 

四

号

・
五
六
—
七
頁)

を
参
照
さ
れ
た
い
。
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㉙

詳

し

く
は

拙
稿
「善
知
識
の
意
義
」(

『大
谷
学
報
」
第
七
九
巻
第 

四

号

・
三
五
——
六
頁)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

:

王
な
引
用
出
典
は
次
の
よ
う
に
略
称
し
た
。

『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』 

『定
親
全
』

『真
宗
聖
教
全
書
』 

『真
聖
全
」

『大
正
新
脩
大
蔵
経
』 

『大
正
蔵
』

・
漢
文
は
延
べ
書
き
文
と
し
、
旧
漢
字
は
可
能
な
限
り
現
行
体
に
改
め 

た
。
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