
書 

評

幡

谷

明

著

『曇
鸞
教
学
の
研
究
』

梶

山

雄

一

第

一

巻

す

な

わ

ち

研

究

篇

は

「
真
宗
学
の
課
題
と
方
法
論
に
つ 

い
て
の
断
想
」
を
述
べ
る
序
論
が
初
に
あ
り
、
第

一

部

に

「親
鸞 

の
名
告
り
に
つ
い
て
」
と
い
う
序
に
次
い
で
、
第

一

章

「
曇
鸞
の 

生
涯
と
そ
の
教
学
」
を

「
曇
鸞
の
生
涯
—
曇
鸞
教
学
の
形
成
過
程 

を
め
ぐ
っ
て
」
と

「
曇
鸞
教
学
の
思
想
的
背
景
—

『
論
註
』

に
み 

ら
れ
る
北
魏
仏
教
の
趨
勢
」
と
の
二
節
に
わ
け
て
論
じ
、
第
二
章 

「『
浄
土
論
註
』

の
諸
問
題
」
を

「
『
浄
土
論
』

の
基
本
的
立
場
」
・
 

「
時
機
観
——
曇
鸞
教
学
の
基
底
」
・
「
浄
土
観
—
真
実
功
徳
の
世
界
」 

「
願
生
論
—
願
生
と
得
生
」
・
「
他

力

回

向

論

—

浄

土

の

大

菩

提 

心
」

の
五
節
に
わ
た
っ
て
論
述
す
る
。
第

二

部

は

「親
鸞
の
還
相 

回
向
論
」

に
当
て
ら
れ
、
そ

の

第

一

章

「
『
大
無
量
寿
経
』

の
回
向 

思
想
」
は

「
『
大
無
量
寿
経
』

の
回
向
思
想
」
・
「
『
大
無
量
寿
経
』 

に
お
け
る
普
賢
行
」
・
「浄
土
教
と
般
舟
三
昧
思
想
——
特
に
親
鸞
教

学
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
」

の
三
節
に
わ
け
ら
れ
る
。
第
二
章 

「親
鸞
の
還
相
回
向
論
」
は

「親
鸞
に
お
け
る
菩
薩
道
」
・
「
横
超 

断
四
流
の
意
義
—
親
鸞
の
生
死
観
」
，
「
親
鸞
の
還
相
回
向
論
」

の 

三
節
を
含
む
。

お

わ

り

に

「
跋
文
——
近
代
真
宗
教
学
の
一
軌
跡
」 

と

「
あ
と
が
き
」
と
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。

第

二

巻
す
な
わ
ち

資
料
篇
に
は

凡
例
に
あ
た
る
「
は
じ
め
に
」 

に
つ
い
で
、

「
本
文
篇
」

に

「浄
土
論
註
上
下
ニ
巻
対
照
表
」

を 

収
め
る
。
『
浄
土
論
註
』(

以
下
、
論
註
、
と
略
称)

は

上

巻

に

『
浄 

土
論
』

の
偈
頌
を
挙
げ
て
解
釈
し
、
下

巻

に

『
浄
土
論
』

の
長
行 

を
解
釈
し
て
い
て' 

両
者
は
内
容
的
に
並
行
す
る
か
ら
、
本
書
で 

は
、

上
段
に
上
巻
を
下
段
に
そ
れ
に
対
応
す
る
下
巻
の
長
行
釈
を 

出
し
て
対
照
さ
せ
て
い
る
。

論
註
が
本
来
ニ
巻
に
別
れ
て
い
た
の 

は
こ
の
よ
う
な
対
照
を
可
能
に
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
、
 

本
書
は
、

上
下
ニ
巻
を
繫
い
で
そ
の
対
照
を
不
可
能
に
し
て
し
ま 

っ
た
近
代
の
印
刷
方
法
を
ま
た
も
と
の
婆
に
戻
し
た
わ
け
で
、
そ 

れ
に
よ
っ
て
論
註
は
き
わ
め
て
読
み
易
い
形
に
な
っ
た
。

「
出
典 

篇
」

に
は
論
註
に
あ
ら
わ
れ
る
文
章
・
語
句
の
出
典
箇
所
を
コ
ン 

テ
キ
ス
ト
と
共
に
摘
出
し
て
い
る
。

そ
の
出
典
は
二
八
ハ
箇
所
、
 

ペ
ー
ジ
数
に
し
て
九
三
ペ
ー
ジ
と
い
う
膨
大
な
量
に
及
ん
で
い
る
。
 

次

の

「
引
文
篇
」

は

逆

に

論

註

の

語

句

・
文

章

が

『
安
楽
集
』

な 

ど
浄
土
教
釈
家
の
諸
著
作
か
ら
親
鸞
の
諸
著
作
に
い
た
る
ま
で
に
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引
用
さ
れ
た
箇
所
を
こ
れ
も
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
と
も
に
収
録
し
て 

い
る
。

こ
れ
も
一
四
五
箇
所
、

七
九
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
。

論
註
本
文 

の
な

か

に
は

出

典
の
あ
る
場
所
は(
1
)

な
ど
、
引
文
の
あ
る
箇 

所
は①

な
ど
、

「
出
典
篇
」

「
引
文
篇
」
中

と

同

じ

記

号

・
数
字
に 

よ
っ
て
明
示
さ
れ
て
い
る
。
最

後

の

「
補
録
」

に
は
出
典
篇
・
引 

文

篇

に

収

め

ら

れ

な

い

『
浄
土
論
』
『
論
註
』

に
関
す
る
資
料
が 

集
め
ら
れ
て
い
る
。

善

導

の

『
往
生
礼
讃
』
、

曇

鸞

の

『
讃
阿
弥 

陀
仏
偈
』

と

親

鸞

の

『
同
和
讃
』'

『
正
信
偈
』
『
念
仏
偈
』
『
二
門 

偈
』
『
高
僧
和
讃
』

の
讃
歌
と
和
讃
、

さ

ら

に

『
大
経
和
讃
』
『
正 

像
末
和
讃
』
と

『
論
註
』
と
の
対
応
が
こ
の
補
録
に
含
ま
れ
て
い
る
。
 

本

書

の

表

題

に

は

「親
鸞
教
学
の
思
想
的
基
盤
」
と
い
う
副
題 

が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

ま

た

第

一

巻

・
研
究
篇
に
も
真
宗
学
に
つ 

い
て
の
省
察
や
親
鸞
の
還
相
回
向
論
に
つ
い
て
の
大
部
の
論
文
が 

含
ま
れ' 

第

二

巻

・
資
料
篇
に
お
い
て
も
、
論
註
の
本
文
に
は
親 

鸞
の
加
点
本
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
体
裁
だ
け
を
見 

て
も
、
著
者
の
意
図
が
純
粋
な
曇
鸞
研
究
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
 

親
鸞
の
思
想
的
基
盤
と
し
て
の
論
註
の
研
究
に
あ
る
こ
と
は
明
ら 

か
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
直
ち
に
、
著
者
の
曇
鸞
研
究
が
客
観
的 

で
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し 

そ
れ
が
本
書
の
特
色
と
限
界
を
な
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
 

組
織
的
に
本
書
を
分
析
し
、
批
評
す
る
こ
と
は
与
え
ら
れ
た
紙
数

の
上
か
ら
も' 

ま
た
私
の
能
力
か
ら
も
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
以 

下
に
お
い
て
は
、
断
片
的
な
感
想
を
、

そ
れ
も
私
の
き
わ
め
て
主 

観
的
な
感
想
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。

便
宜
的
に
、
第
二
巻
の
資
料
篇
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
こ
と 

か
ら
始
め
た
い
。
著
者
の
資
料
収
集
の
能
力
と
努
力
が
抜
群
の
も 

の
で
あ
る
こ
と
は
、
後

に

言

及

す

る

第

一

巻

・
研
究
篇
の
諸
論
文 

に
お
い
て
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
資
料
篇
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
も 

疑
い
を
入
れ
る
余
地
が
な
い
。

出
典
篇
・
引
文
篇
に
お
け
る
豊
富 

で
確
実
な
資
料
は
ま
こ
と
に
論
註
に
関
す
る
資
料
の
集
大
成
と
言 

っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、

こ
れ
に
よ
っ
て
論
註
研
究
の
足
場
は
ほ 

ぼ
完
全
に
整
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
今
後
の
研
究
者
は
こ
の
資
料 

に
よ
っ
て
限
り
な
い
利
益
を
受
け
る
に
違
い
な
い
。
も
と
よ
り
そ 

れ
ら
の
資
料
の
な
か
に
は
、
先

学

の

収

集1
言
及
し
た
も
の
も
多 

い
が
、

そ
れ
ら
を
す
べ
て
尽
く
し' 

さ
ら
に
新
発
見
の
も
の
を
数 

多
く
収
録
し
、
煩
を
い
と
わ
ず' 

コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
と
も
に
完
全 

な
資
料
文
献
に
ま
で
完
成
さ
せ
た
著
者
の
能
力
——

そ
れ
は
単
な 

る
努
力
で
は
な
い
——

に
は
最
高
の
賛
辞
を
呈
し
た
い
と
思
う
。
 

本
書
が
き
わ
め
て
程
度
の
高
い
専
門
学
術
書
で
あ
る
こ
と
は
一 

見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
が
時
と
し
て
初
学
者
や
ー 

般
知
識
人
の
接
近
を
困
難
に
し
て
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
。

出
典 

や
引
文
は
、

加
点
や
か
な
書
き
の
あ
る
親
鸞
の
著
作
以
外
は
す
べ
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て

白

文

で

出

し

て

あ

る(

句
点
の
み
は
付
け
て
あ
る
。)

白
文
で 

出

し

た

理

由

は

著

者

に

よ

れ

ば

「
読

み

方

の

上
で

学

問

的

・
宗
派 

的
に
種
・
問
題
点
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
た
」
結
果
で
あ
る
が
、
 

そ
れ
は
他
方
、
著
者
が
そ
の
文
章
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
だ
か
を
曖 

昧
に
し
、

ま
た
多
く
の
読
者
に
読
み
下
し
て
さ
え
あ
れ
ば
避
け
る 

こ
と
の
で
き
た
不
必
要
な
苦
労
を
強
い
る
こ
と
に
も
な
る
。

も
っ 

と
も
こ
れ
は
漢
文
資
料
の
扱
い
方
に
関
し
て
一
般
的
に
問
題
と
な 

る
こ
と
で
あ
る
か
ら' 

私
は
こ
こ
で
著
者
に
つ
い
て
そ
の
事
の
是 

非
を
論
評
し
た
い
と
思
わ
な
い
。

論
註
の
本
文
に
親
鸞
の
加
点
本
を
用
い
た
こ
と
は
、
親
鸞
教
学 

の
思
想
的
基
盤
を
提
供
す
る
と
い
う
著
者
の
目
的
か
ら
い
え
ば
至 

極
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
論
註
を
客
観
的
に
読
む
と
い
う 

点
か
ら
す
れ
ば
、
ま
っ
た
く
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ 

は
論
註
の
本
文
で
は
な
く
、
迦

オ

の

『
浄
土
論
』
を
引
く
親
鸞
の 

奥
書
で
あ
る
か
ら
適
当
な
例
で
は
な
い
が
、

そ
こ

で(

二
、

一
〇
四 

ペ
ー
ジ)

ハ

四

歳

の

親

鸞

は

「
釈
の
曇
鸞
法
師
は:

：:

魏
の
末
高
齋 

(

齊

の

誤

り

「
評
者)

の
初
め
、
な
お
神
智
高
遠
に
し
て
三
国
に 

在
っ
て
知
聞
せ
ら
る
」
と

読

ん

で

い

る(

紙
面
節
約
の
た
め
読
み 

下
し
の
み
を
掲
げ
る)

。
し
か
し
ハ
六
歳
の
同
じ
親
鸞
は
『
尊
号
真 

像
銘
文
』

に

お

い

て

同

じ

文

章

を

「
魏
の
末
、
高
齊
の
初
め
な
お 

在
(

い
ま)

し
き
。
神
智
高
遠
に
し
て
三
国
に
知
聞
す
」
と
読
ん

で
い
る
。

漢
文
の
読
み
方
と
し
て
は
後
者
が
正
し
い
こ
と
は
だ
れ 

の
眼
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

著
者
は
研
究
篇
の
三
五
ペ
ー
ジ
に
こ 

の

『
尊
号
真
像
銘
文
』

の
読
み
方
を
も
引
用
し
て
い
る
。
と
す
れ 

ば
論
註
本
文
の
方
を
注
も
な
し
に
放
置
し
て
お
く
の
は
い
か
が
な 

も
の
で
あ
ろ
う
か
。

論
註
本
文
に
は
親
鸞
の
加
え
た
返
り
点
・
送 

り

仮

名

・
漢
字
の
意
味
が
錯
綜
し
て
入
り
、
く

わ

え

て

出

典

・
引 

文
の
注
番
号
が
加
わ
っ
て
い
て
、

こ
れ
以
上
注
記
を
行
う
こ
と
は 

組
み
版
の
上
か
ら
不
可
能
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
な
ん
ら 

か
の
方
法
が
見
出
せ
な
い
わ
け
で
も
な
か
ろ
う
。

い
ま
こ
れ
以
上 

述
べ
な
い
が
、
親
鸞
の
論
註
の
読
み
方
に
は
時
と
し
て
客
観
的
に 

み
て

問
題
と
な

る
点
が

あ
る
で

あ
ろ
う

か
ら(
仮
名
人
に
関
す
る
後 

述
参
照)

、
著
者
の
意
図
は
さ
て
お
い
て
、
あ
え
て
指
摘
し
て
お
く
。
 

直
前
に
述
べ
た
こ
と
は
、
実
は
、
本
書
の
研
究
篇
と
資
料
篇
と 

の
あ
い
だ
に
緊
密
な
連
携
が
保
た
れ
て
い
な
い
こ
と
の
例
で
も
あ 

る
。

研
究
篇
の
諸
論
文
の
な
か
で
著
者
は
た
え
ず
論
註
の
語
句
や 

文
章
に
言
及
す
る
。

そ
の
さ
い
著
者
は
資
料
篇
の
ペ
ー
ジ
数
を
挙 

げ
る
こ
と
は
た
だ
の
一
度
も
な
く'

真
宗
学
の
伝
統
に
し
た
が
っ 

て
、

「
願
偈
大
意
章
に
い
う
」

「
五
功
徳
門
の
第
四
功
徳
に
」
と
い 

う
よ
う
な
仕
方
で
位
置
を
示
し
て
い
る
。

願
偈
大
意
な
ど
の
下
巻 

の
十
章
の
名
は
論
註
本
文
に
も
現
れ
る
か
ら' 

こ
の
引
き
方
で
よ 

い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、

五
功
徳
門
と
い
う
位
置
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は
、

た
と
え
大
谷
大
学
の
学
生
に
は
わ
か
り
き
っ
た
も
の
で
あ
る 

と
し
て
も
、
京
都
大
学
の
学
生
に
と
っ
て
は
、

そ
れ
を
見
い
だ
す 

の
に
運
が
よ
く
て
十
分
、
運
が
わ
る
け
れ
ば
一
時
間
か
か
る
問
題 

で
あ
る
。
資
料
篇
の
論
註
本
文
に
は
そ
の
よ
う
な
見
出
し
は
付
い 

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ.
れ
も
無
学
な
読
者
の
代
弁
に
す
ぎ
な 

い
が' 

も
し
著
者
が
み
ず
か
ら
い
う
よ
う
に' 

真
宗
学
を
仏
教
学 

一
般
に
、
 

さ
ら
に
宗
教
学
一
般
の
な
か
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
重 

要
で
あ
る
な
ら
ば' 

親
切
に
ペ
ー
ジ
数
を
指
示
す
る
こ
と
も
必
要 

で
あ
ろ
う
。
真
宗
学
の
専
門
家
の
み
を
対
象
に
し
て
論
文
を
書
く 

こ
と
は
、
か
り
に
そ
れ
が
高
度
の
学
術
書
の
証
拠
と
な
る
と
し
て 

も
、
他
方
で
独
善
の
そ
し
り
を
招
き
か
ね
な
い
と
思
う
。
 

順
序
が
逆
に
な
っ
た
が
、
以
下
、
 

第

一

巻

・
研
究
篇
を
読
ん
で 

の
感
想
を
述
べ
る
。

こ
こ
で
も
全
巻
の
内
容
に
わ
た
る
余
裕
は
な 

い
の
で
、

断
片
的
な
紹
介
と
批
評
の
み
に
と
ど
め
る
。
(

親
鸞
研 

究
に
つ
い
て
は
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い)

。

著
者
は
真
宗
学
の
泰 

斗
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、

と

く

に

第

二

章

「
『
浄
土
論
註
』

の 

諸
問
題
」
を
読
む
と
、
著
者
が
イ
ン
ド
仏
教
学
の
領
域
に
お
け
る 

研
究
成
果
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。

世

親

の

『
浄 

土
論
』

の
基
本
的
立
場
を
論
ず
る
著
者
は
、

五
念
門
行
と
の
関
連 

の

う

え

で

『
大
乗
荘
厳
経
論
』

述
求
品
に
お
け
る
随
法
行
を
論
じ 

(

ハ
二
ペ
ー
ジ
以
下)

、
回
向
の
思
想
と
の
関
連
で
同
菩
提
品
の
安
慧

釈

に

お
け

る
転
依
に
よ
る
三
身
・
四

智

・
ハ
識
の
対
照
と
無
住
所 

涅

槃

の

思

想

を

述

べ

る(

八
四
ペ
ー
ジ
以
下
〇
『
浄
土
論
』

の
二
十 

九

種

荘

厳

と

『
摂
大
乗
論
』

果
智
分
に
説
か
れ
る
十
八
円
浄
と
の 

関
係
は
か
ね
て
か
ら
学
者
の
議
論
の
的
と
な
っ
て
き
た
が' 

著
者 

は

『
解
深
密
経
』

二

本

・
『
摂
大
乗
論
』

三

本

・

同

釈

三

本

・
長 

尾
雅
人
氏
の
和
訳
中

の

十

八

円

浄
と

『
浄
土
論
』

の
荘
厳
と
の
精 

密
な
対
照
表
を
作
っ
て
、

こ

の
問
題
を

取

り

扱

っ
て

い

る(

九
六 

ペ
ー
ジ
以
下)

。

こ
の
よ
う
な
著
者
の
イ
ン
ド
仏
教
学
の
浄
土
教
学 

へ
の
援
用
を
列
挙
し
て
ゆ
け
ば
、

そ
れ
だ
け
で
紙
数
は
尺
き
て
し 

ま
う
の
で
、

こ
れ
に
留
め
る
が
、
私
に
も
親
し
い
龍
樹
と
浄
土
教 

の
関
係
に
つ
い
て
の
著
者
の
論
述
を
省
略
す
る
こ
と
は
で
き
な
い 

の
で
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。

龍
樹
に
関
す
る
楞
伽
経
懸
記
に
つ
い
て
は
著
者
は
梵
本
の
偈
頌 

を

も

出

し

て

確

認

し

て

い

る(

ー
ー
九
ペ
ー
ジ
〇
『
十

住

毘

婆

沙 

論
』

に
示
さ
れ
た
信
方
便
の
易
行
道
を
確
認
す
る
た
め' 

著
者
は 

『
宝
行
王
正
論
』

梵

本

・
漢
訳
、

『
勧
誡
王
頌
』

の
漢
・
蔵
訳
の 

う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
詩
頌
を
選
ん
で
示
し
て
い
る(

一
ニ
三
ペ)
 

ジ
。
こ
こ
に
引
用
す
る
余
裕
が
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
〇
こ
れ
は
著
者 

の
創
見
と
い
え
る
。
著

者

は

『
大
智
度
論
』

が
龍
樹
の
真
作
で
あ 

る
か
否
か
に
つ
い
て
は
判
断
を
保
留
し
て
い
る
が
、

同
書
に
見
ら 

れ
る
浄
土
教
思
想
を
二
〇
箇
所
に
わ
た
っ
て
精
細
に
摘
出
し
、

そ
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れ
ら
を
、
念

仏

三

昧

に

関

す

る

文

・
阿
弥
陀
と
浄
土
に
関
す
る
文 

-

不
退
転
の
菩
薩
に
関
す
る
文
の
三
種
に
分
類
し
て
解
説
し
て
い 

る
。

『
大
智
度
論
』

か
ら
浄
土
教
に
関
す
る
文
章
を
抽
出
す
る
試 

み
は

佐

々

木

月

樵

・
色

井

秀

譲

・
長

谷

岡

一

也(

評
者
未
見)

な
ど 

の

諸

氏

や

・
梶

山

雄

一
(

『
仏
教
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
年
報
』
第
七 

号)

に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
が' 

著
者
の
こ
の
研
究
は
も
っ
と 

も
完
備
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、 

学
界
を
利
す
る
こ
と
多
大
な
も
の 

が
あ
る
。

曇

鸞

の

「仮
名
人
」

の
概
念
に
つ
い
て
は
著
者
は
六
九
ペ
ー
ジ
、
 

そ
し
て
と
く
に
一
九
七
ペ
ー
ジ
以
下
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。

論 

註

上

巻

の

作

願

門

釈(

二
、

一
三
ペ!

ジ)

に
浄
土
へ
の
願
生
の
意 

味
に
つ
い
て
曇
鸞
は
二
番
の
問
答
を
設
定
し
て
い
る
。

(
1
)
大 

乗
経
論
に
は
衆
生
は
虚
空
の
ご
と
く
無
生
で
あ
る
と
説
い
て
い
る 

の
に
、
な
ぜ
浄
土
へ
の
生
を
願
う
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
 

曇
鸞
は
答
え
る
。

凡

人

の

い

う

実(

体
と
し
て)

の
衆
生
・
実
の 

生
死
は
畢
竟
亀
毛
の
ご
と
く
、
虚
空
の
ご
と
く
に
存
在
し
な
い
。
 

あ
ら
ゆ
る
も
の
は
因
縁
よ
り
生
じ
る
か
ら
で
あ
っ
て' 

存
在
し
な 

い
。

世
親
の
願
う
生
と
は
因
縁
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
仮
に
生
と 

名
づ
け
て
も
凡
人
の
い
う
実
体
的
な
衆
生
が
実
体
的
に
生
死
す
る 

の
と
は
違
う
。

(
2
)

で
は
ど
う
い
う
意
味
で
往
生
と
い
う
の
か
、
 

と
問
う
な
ら
ば
、

答
え
る
。

「
こ
の
間
に
お
い
て
、

仮
名
人
の
中

に
五
念
門
を
修
む
る
も
の
は
、
前
念
は
後
念
の
た
め
に
因
と
な
る
。
 

穢
土
の
仮
名
人
と
浄
土
の
仮
名
人
と
は
決
定
し
て
ー
な
る
を
得
ず
、
 

決
定
し
て
異
な
る
を
得
ず
。

前
心
と
後
心
と
ま
た
是
の
ご
と
し
。
 

何
を
以
て
の
故
に
。

も
し
一
な
ら
ば
因
果
な
し
。
も
し
異
な
ら
ば 

相
続
に
あ
ら
ず
。

こ
の
義
は
一
異
の
門
を
観
ず
る
論
の
中
に
委
曲 

な
り
」(

読
み
下
し
は
評
者)

。

最

後

の

句

「
是
義
観
一
異
門
論
中
委
曲
」

は

『
中
論
』

第
二
〇 

章
一
九
—

二
四
偈
を
指
す
の
か
、

『
十
二
門
論
』

の
観
ー
異
門
第 

六
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
著
者
は
二
、

ニ
ニ
ペ
ー
ジ
及
び 

ー
ニ
ー
ペ
ー
ジ
の
出
典
注 
(

43)

に
両
書
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
れ 

は
と
も
か
く'

本

来

は

不

生

で

あ

る

因

縁

生

を

「
仮
に
生
と
名
付 

け
る
」

こ
と
、

い

い

か

え

れ

ば

「
仮
名
生
」
を
解
説
し
て
著
者
は 

『
中
論
』

二

四

，
一

ハ

す

な

わ

ち

い

わ

ゆ

る

三

諦

偈

と

『
智
度 

論
』
巻

一

ニ

に

あ

る

相

待

有

・
仮

名

有

・
法
有
の
三
有
の
う
ち
の 

第

二

を

あ

げ

て

い

る(

一
、
六
九
ペ
ー
ジ)

。

こ
れ
は
従
来
の
研
究 

者
が
つ
ね
に
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
一
九
八
ペ
ー
ジ
で 

は
著
者
は
三
諦
偈
の
梵
・
漢
テ
キ
ス
ト
を
出
し
、
長
尾
雅
人
氏
の 

因

施

設
(

「仮
名
」

は
こ
の
語
の
羅
什
訳)

の
解
説
を
引
用
し
た 

う
え
で' 

仮

名

が

因

施

設(

ーー̂.

13

ご
型
・
^，
盘̂

佇)

に
他
な
ら
な 

い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

私
は
こ
の
著
者
の
解
釈
—

つ
ま
り
一
般
的
な
解
釈
に
異
を
差
し
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挟
む
つ
も
り
は
な
い
。

た
し
か
に
曇
鸞
の
仮
名
の
概
念
は
龍
樹
の 

因
施
設
の
概
念
と
関
係
が
あ
る
。

し
か
し
曇
鸞
は
仮
名
と
だ
け
い 

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、

「
仮
名
人
」 

と
も
い
っ
て
い
る
の
で 

あ
る
。

こ

の
仮
名
人
と

い
う

概
念
は

『
智
度
論
』
(

大
正
二
五
・
一
 

五
〇3

出
典
注
42
、
二
、

ー
ニ
ー
ペ
ー
ジ
参
照)

に
は
あ
る
が
、
『
中 

論
』
に
は
な
い
。
た
と
え
ひ
と
が 

も

ち

ご4

ヨ
巴
コ
审
卄
・9

吕

—
 

尺
巴
亠
づ
と
い
う
よ
う
な
語
を
捏
造
し
た
と
し
て
も
だ
れ
も
承
知
し 

な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
れ
ば
仮
名
人
と
い
う
概
念
を
因
施
設 

と
い
う
語
か
ら
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

ま
た 

三
諦
偈
は
縁
起
と
空
と
因
施
設
と
中
道
と
の
同
義
性
を
説
い
て
い 

る
の
で
あ
っ
て
、
仮
名
人
と
か
往
生
と
か
の
観
念
と
は
無
縁
で
あ 

る
。

『
智
度
論
』

の

仮

名

人

も

「
名

色
(

五
蘊)

の
和
合
を
仮
に 

名
づ
け
て
人
と
為
す
」
と
い
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
生
と
か 

死
と
か
往
生
と
か
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
曇
鸞
が
何
処 

か
ら
仮
名
人
の
概
念
を
得
た
か
、
別
の
考
察
が
必
要
と
な
ろ
う
。
 

曇
鸞
は
五
念
門
を
修
め
る
仮
名
人
の
前
念
、

つ
ま
り
こ
の
世
で 

の
最
後
の
心
は
後
念
、

つ
ま
り
往
生
し
た
仮
名
人
の
最
初
の
心
の 

原
因
で
あ
る
が
、

そ
の
原
因
で
あ
る
前
念
と
結
果
で
あ
る
後
念
、 

い
い
か
え
れ
ば
、
穢
土
の
仮
名
人
と
浄
土
の
仮
名
人
と
は
同
一
で 

も
別
異
で
も
な
い
、
若
し
同
一
な
ら
ば
因
果
関
係
は
な
り
た
た
な 

い
し
、
別
異
な
ら
ば
こ
の
世
で
の
死
と
浄
土
へ
の
生
と
の
あ
い
だ

の
相
続
が
な
り
た
た
な
い
、

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
言 

い
方
に
相
応
す
る
文
は
実
は
龍
樹
の
『
因

縁

心

論

頌

・
釈
』

に
あ 

る
の
で
あ
る
。

ま

ず

同

書

の

梵

・
蔵
本
か
ら
の
抄
訳
を
出
し
て
お 

こ
う
。問

う
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
で
は
誰
が
こ
の
世 

か
ら
か
の
世
へ
往
く
の
で
す
か
。

答
え
る
。

こ
こ
か
ら
か
の 

世
へ
微
塵
ほ
ど
の
も
の
も
移
り
は
し
な
い
。

そ
う
で
は
な
く 

て
、
空
に
す
ぎ
な
い
も
の
か
ら
空
な
る
も
の
が
生
じ
る
だ
け 

で
あ
る
。(

四
〇
—̂
^

(

中
略)

本

体

と

し

て

自

我

な

き(

ミ
亠
〇-
ー
ー
牙
即
ヨ
亠!:
亠
ー
ー
丫
巴 

も 

ろ
も
ろ
の
も
の
か
ら
本
体
と
し
て
自
我
な
き
も
ろ
も
ろ
の
も 

の
が
生
じ
る
の
だ
、
と
そ
の
よ
う
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
、

と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
問
う
。
本
体
と 

し
て
自
我
な
き
も
の
だ
け
か
ら
本
体
と
し
て
自
我
な
き
も
の 

だ
け
が
生
じ
る
、

と
い
う
こ
と
に
は
ど
ん
な
譬
え
が
あ
る
の 

で
し
ょ
う
か
。

答
え
る
。

授

経

・
灯

火

・
印

・
鏡

・
音

声

・
太

陽

石

・
種

子

・
酸
に
よ 

っ
て
、(

五

8，|

し)

こ
れ
ら
の
譬
え
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
体
と
し
て 

自
我
の
な
い
こ
と
と
、

慣

例

的

に

は

か

の

世(
ご

牙3112X

甲 

9

コ
巴0

1<
2)

の
存
在
す
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
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誦
え
る
言
葉
が
師
の
口
か
ら
弟
子
に
移
る
と
す
れ
ば
、
師
の 

そ
の
誦
唱
は
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら' 

実
は
移
っ
て
は
い
な 

い
。
け
れ
ど
も
弟
子
の
復
唱
す
る
こ
と
は
他
の
所
か
ら
く
る 

の
で
も
な
い
。

そ
う
な
ら
ば
原
因
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し 

ま
う
か
ら
で
あ
る
。

死
ぬ
時
点
の
心
も
ち
ょ
う
ど
師
の
口
の 

誦
唱
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
か
の
世
に
趣
き
は 

し
な
い
、
恒
常
の
誤
り
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

か
と
い
っ
て 

か
の
世
は
他
の
所
か
ら
生
じ
る
の
で
も
な
い
。
無
因
の
誤
り 

に
お
ち
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
た
か
も
師
の
誦
唱
を
原
因
と 

し

て

生

じ

た

弟

子

〔
の
復
唱
〕

は

〔師
の
誦
唱
と
〕

同
一
で 

あ
る
と
も
別
異
で
あ
る
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、 

死

ぬ

時

点

の

心

に

よ

っ

て

〔生
じ
た
〕

生
ま
れ
る
時
点
の
心 

も
同
じ
よ
う
で
あ
っ
て
、

〔
死
ぬ
時
点
の
心
と
〕

同
一
で
あ 

る
と
も
別
異
で
あ
る
と
も
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
 

(

中
略)

そ
の
よ
う
に
、
知
者
た
ち
は
蘊
の
続
生
と
無
移
行
と 

を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。(

五
。
〇)

(

中
略)

そ

れ

ら

〔
の
蘊
の
〕
続

生

と

い

う

の

は

〔
そ
れ
ら
が
〕
 

滅
し
て' 

そ

れ

を

原

因

と

す

る

他

な

る

〔結
果
〕

が
生
じ
る 

こ
と
で
あ
る
。

〔
し
か
も
〕

こ
の
世
よ
り
か
の
世
に
微
塵
ほ 

ど
の
事
物
も
移
り
行
き
は
し
な
い
。(

後
略)

」 

こ

の

『
因
縁
心
論
釈
』

の
文
が
上
記
の
曇
鸞
の
二
番
の
問
答
の

(
2
)

と
内
容
も
語
法
も
酷
似
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 

『
因

縁

心

論

頌

・
釈
』

は

梵

・
蔵

本

の

ほ

か

に

漢

訳

に

四

本(

大 

正
、

一
六
五
一
——

一
六
五
四
番
。

た
だ
し
一
六
五
一:

一
六
五
三
番
は
鬱 

楞
迦
の
注
釈)

あ
り
、

そ
の
う
ち
大
正
、

一
六
五
一(

巻
三
二
、
四
ハ 

〇

。
以
下)

の

浄

意

菩

薩

造

『
十
二
因
縁
論
』

が
曇
鸞
の
師
で
あ
り
、
 

『
浄
土
論
』

の
漢
訳
者
で
も
あ
っ
た
菩
提
流
支
の
訳
で
あ
る
。

こ 

の
漢
訳
は

た
と
え
ば
敦
煌
本(

一
六
五
四
番)

に
較
べ
る
と
あ
ま
り 

良
い
訳
と
は
い
え
な
い
が
、
大
体
に
お
い
て
梵
・
蔵
本
と
対
応
し 

て
い
る
。
浄
意
と
い
う
の
は
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
の
校
訂
者
で 

あ
る
ゴ
ー
カ
レ
に
よ
る
と
、
龍
樹
の
弟
子
で
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
、
 

こ
の
論
中
の
問
者
で
あ
り
、

ま
た
論
の
記
録
者
で
も
あ
っ
た
で
あ 

ろ
う
。

い

ず

れ

に

し

て

も

『
因
縁
心
論
頌
・
釈
』

が
龍
樹
に
帰
せ 

ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
諸
研
究
者
の
一
致
し
た
見
解
で
あ
る
。

こ
と 

に

よ

る

と

曇

鸞

の

い

う

「観
一
異
門
論
」

と

は

『
因
縁
心
論
釈
』 

の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

和

訳

五0

(1
に

あ

る

「
続
生
」(93
才
陰
も
〇.
ヨ)

は
曇
鸞
の
よ 

う

に

「
相
続
」
と
も
訳
せ
る
。

五̂

13
の
前
に
二
度
あ
ら
わ
れ
る 

「
本
体
と
し
て
自
我
な
き
も
の
だ
け
か
ら
本
体
と
し
て
自
我
な
き 

も
の
だ
け
が
生
じ
る
。

令3
1
3
1
1
3

く
伴 1

1
1
5
1
3

5:1
:
6
1
3
1
1̂
0  

一
身
!
！
!
〇
-  

1
3
1
1
く
3
，
1
;
一  

3
.
1
3
1
1
5

，く
倬1

1
1
3
1
"
3
1
1
1

离
〇く

！0；1113
，1111小

一
；1  9

'-1

ゴ̂

く3
，0
， 

ま
」
が

「穢

土

の

仮

名

人

・
浄
土
の
仮
名
人
」

に
も
っ
と
も
近
い
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表
現
で
あ
る
が
、
菩

提

流

支

訳

に

は

「
若
性
無
我
法
中
而
行
性
無 

我
者
」
(

も

し

性

・
無
我
な
る
法
の
中
に
し
て
性
・
無
我
な
る
者 

に
行
か
ば?

」

と
あ
り
、

五8

13
の

直

後

に

あ

る

「
本
体
と
し
て 

自
我
の
な
い
こ
と
。

“
V
2
1
1
3
1
1
3 

く
匸1

1
13

 8
 

113,  
く
〇;
益
?

」
を

「
信 

(

ま
こ
と
に)

自
体
な
し' 

性

・
仮
名
の
故
に
」
と
訳
し
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
か
ら
考
え
る
と
、
仮

名

は

令2
1
1
3
1
1
5
1
1
1
1

£

の
漢 

訳
で
あ
ろ
う
。
仮
名
の
語
に
つ
い
て
は
な
お
論
ず
べ
き
こ
と
が
多 

い
が
、
も
は
や
与
え
ら
れ
た
紙
数
を
は
る
か
に
超
過
し
て
い
る
の 

で
、

こ
れ
に
と
ど
め
る
が
、
と
も
か
く
論
註
の
上
記
二
番
問
答
、
 

と

く

に

そ

の(
2
)

の

典

拠

は

『
中
論
』

で

も

『
智
度
論
』

で
も 

な
く
、

『
因
縁
心
論
頌
・
釈
』

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と 

思
う
。(

梶
山
雄
一
「
中
観
派
の
十
二
支
縁
起
解
釈
」
、
『
仏
教
思
想
』
三
、

一
九
八
〇
お
よ
び
「
蔵
本
因
縁
心
論
釈
」
、
『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
四
六 

号
、

一
九
八
〇
の
二
論
文
に
テ
キ
ス
ト
の
異
同
お
よ
び
詳
し
い
ビ
ブ
リ
オ 

グ
ラ
フ
ィ
ー
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。)

以
上
、
幡
谷
明
氏
の
こ
の
著
書
に
つ
い
て
拙
い
紹
介
と
蛇
足
に 

類
す
る
私
見
を
述
べ
て
き
た
。
す
べ
て
の
瑕
瑾
を
免
れ
て
い
る
と 

は
い
わ
な
い
が
、
本
書
が
数
あ
る
論
註
研
究
の
な
か
で
最
高
の
成 

果
で
あ
り
、
親
鸞
研
究
と
し
て
も
白
眉
の
名
著
で
あ
る
こ
と
は
疑 

い
を
入
れ
な
い
。

、曇
旖
教
学
の
硏
究I
親
鸞
教
学
の
思
想
的
基
盤
四
一
〇
頁
浄
一 

土
論
註
上
下
ニ
巻
対
照
表
一
資
料
篇
—
四4

-
三

三
九
頁
平
成
ー 

,
年
六
月
刊
同
朋
社
出
版
人5
判

三

五

、
〇
〇
〇
円 

」
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