
『教
行
信
証
』
と

『浄
土
文
類
聚
鈔
』
の
関
係

-

持
名
院
釈
秀
賢
講
師
に
学
ぶ

臼 

井 

元 

成

一

恩

師

稲

葉

秀

賢

先

生(

法
名 

持
名
院
釈
秀
賢
講
師)

は
今
年
の
一
月
六
日
正
午
前
、
三
度
目
の
心
筋
梗
塞
の
た
め
、

八
十
三
歳
と
十 

ケ
月
の
ご
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
、
大
涅
槃
の
楽
土
に
還
帰
な
さ
れ
、
も
は
や
再
び
、
ご
聲
欽
に
接
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
 

昨
年
の
十
二
月
初
旬
、

イ
ン
ド
仏
蹟
巡
拝
へ
の
出
発
に
際
し
御
挨
拶
に
参
上
の
砌
に
は
「
最
近
は
体
調
も
極
め
て
よ
く
、

心
臓
発
作
の
恐 

怖
さ
え
感
じ
ら
れ
な
い
ま
で
に
快
癒
し
た
。
昨
今
は
非
常
に
よ
い
時
代
に
な
っ
て
、
今
の
若
い
人
は
大
変
に
恵
ま
れ
て
い
る
。

私
は
渡
天 

の
思
い
を
持
ち
な
が
ら
、
今
日
ま
で
果
し
え
な
か
っ
た
。
今
と
な
っ
て
は
と
て
も
巡
拝
で
き
そ
う
に
な
い
か
ら
、
私
に
変
わ
っ
て
大
い
に 

見
聞
を
広
め
て
き
て
ほ
し
い
。

帰
朝
后
の
報
告
を
何
よ
り
楽
し
み
に
し
て
い
る
。
」
と
仰
言
っ
て
お
ら
れ
た
だ
け
に
、

ご
発
病
に
続
く
そ 

の
計
報
は
、
余
り
に
も
遽
か
で
、
三
十
有
余
年
の
長
い
間' 

懇
ろ
な
ご
指
導
と
そ
の
学
恩
を
頂
戴
し
た
一
人
と
し
て
、
 

傷
心
悵
歎
の
情
い
、
 

こ
こ
に
極
ま
る
も
の
が
あ
っ
た
。

一
月
ハ
日
、
ご
遺
体
に
最
後
の
お
別
れ
を
し
、
謹
ん
で
哀
悼
の
喪
情
を
捧
げ
ま
つ
る
と
共
に
、
永
年
の 

ご
教
導
に
対
し
深
く
お
礼
を
申
し
上
げ' 

ご
葬
送
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

顧
み
れ
ば
、
持
名
院
釈
秀
賢
講
師
は
明
治
三
十
四
年
三
月
二
十
一
日
の
ご
誕
生(

岐
阜
県
大
垣
市
和
合
本
町
六
一 〇

ノ 

ー
番
地
、
真
宗



大
谷
派
、
大
垣
教
区
第
五
組
、

西
生
寺)

で' 

旧
制
県
立
大
垣
中
学
か
ら
本
学
に
進
ま
れ
、
大
正
十
五
年
三
月
、
大
学
令
に
基
づ
く
大
谷 

大
学
々
部
第
一
回
ご
卒
業
の
大
先
輩
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
。

ご
在
学
中
は
哲
学
倫
理
学
を
専
攻
さ
れ
、
特
に
新
カ
ン
ト
学
派
の
コ
ー
エ
ン
の 

研
究
に
打
ち
込
ま
れ
た
と
い
う
。
爾
来
、

こ
の
西
洋
哲
学
倫
理
学
の
透
徹
し
た
論
理
と
緻
密
な
思
考
方
法
を
導
入
し
つ
つ
、

大
学
研
究
室 

副
手
、
真
宗
大
谷
派
宗
学
院
に
在
っ
て
学
ば
れ
た
伝
統
の
真
宗
教
学
を
、
十
二
分
に
咀
嚼
し
再
構
築
し
て
、
近
代
真
宗
学
の
基
礎
を
定
め. 

そ
の
先
鞭
を
啓
い
て
下
さ
っ
た
。

そ
の
学
問
的
業
績
は
頗
る
多
く
、

主
な
も
の
を

時
代
順
に
挙
げ
れ
ば

『
浄
土
三
経
の
論
理
』
(

昭
和
二
十 

三
年
五
月 

永
田
文
昌
堂
刊)

を
は
じ
め
、
『
蓮
如
上
人
の
教
学
』(

昭
和
二
十
四
年
四
月 

大
谷
出
版
社
刊)

、
『
親
鸞
の
倫
理
』(

昭
和
二
十
七
年
四 

月 

真
宗
典
籍
刊
行
会
刊)

、
『
往
生
拾
因
試
論
』(

昭
和
二
十
八
年
七
月 

安
居
事
務
所
刊)

、
『
教
行
信
証
の
諸
問
題
』
(

昭
和
三
十
六
年
十
月 

法 

蔵
館
刊)

、

『
浄
土
文
類
聚
鈔
講
讃
』
(

昭
和
三
十
九
年
七
月 

安
居
事
務
所
刊)

、

『
真
宗
概
論
』
(

昭
和
四
十
三
年
四
月 

文
栄
堂
刊)

、

『
選
択
集 

試
解
』
(

昭
和
四
十
六
年
七
月 

安
居
事
務
所
刊)

、

『
念
仏
正
信
偈
講
草
』(

昭
和
五
十
四
年
七
月 

安
居
事
務
所
刊)

、

『
真
宗
教
学
の
諸
問
題
』 

(

昭
和
五
十
四
年
ハ
月 

稲
葉
秀
賢
名
誉
教
授
喜
寿
記
念
刊
行
会
刊)

、
『
浄
土
文
類
聚
鈔
の
研
究
』(

昭
和
五
十
六
年
十
二
月 

文
栄
堂
刊)

、
等
十
指 

に
余
る
専
問
著
書
、
並
び
に
枚
挙
に
遑
な
い
ほ
ど
の
研
究
論
文
は
、
夙
に
学
界
の
指
標
と
し
て
尊
重
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実 

で
あ
る
。

先
生
の
大
谷
大
学
で
の
ご
活
躍
は
、
昭
和
十
年
四
月
に
専
門
部
教
授
と
し
て
ご
奉
職
に
な
り
、
爾
来' 

予

科

・
学

部

・
文

学

部

・
大
学 

院
各
教
授
を
ご
歴
任
、
昭
和
五
十
四
年
三
月
ご
退
職
に
な
る
ま
で
、
実
に
四
十
有
五
年
の
長
期
に
わ
た
ら
せ
ら
れ
た
。

そ
の
間
、
 

学
務
部 

長
(

現
文
学
部
長)

並
び
に
大
学
院
部
長
の
要
職
に
つ
か
れ' 

大
学
運
営
に
も
参
画
な
さ
れ
、
昭
和
三
十
七
年
に
は
文
学
博
士
の
学
位
を 

獲
得
せ
ら
れ
、

翌
三
十
八
年
に
は
大
谷
派
講
師
の
学
階
を
授
与
せ
ら
れ
た
。
夏

安

居

の

次

講

，
本
講
を
な
さ
る
こ
と
四
夏
を
算
え
る
。

昭 

和
四
十
年
十
月
に
は
大
谷
大
学
よ
り
永
年
三
十
年
勤
続
の
表
彰
を' 

ま
た' 

昭
和
四
十
六
年
四
月
に
大
谷
大
学
名
誉
教
授
の
称
号
を' 

そ 

し
て
、
昭
和
五
十
四
年
十
一
月
に
は
勲
四
等
旭
日
章
の
生
前
叙
勲
の
栄
に
も
浴
さ
れ
た
。
先
生
は
本
学
の
み
な
ら
ず' 

同
朋
大
学
や
仏
教 

大
学
へ
も
長
年
に
わ
た
り
ご
出
講
に
な
り
、
先
生
の
学
恩
を
蒙
っ
た
学
徒
は
宗
の
内
外
に
お
よ
び
、

そ
の
数
幾
万
人
に
及
ぶ
と
い
っ
て
過



言
で
は
な
い
。

し
か
も
こ
の
間' 

西
生
寺
の
住
職
と
し
て
、
と
り
わ
け
自
坊
ご
門
徒
の
教
化
を
大
事
に
な
さ
れ
、
報
恩
講
や
そ
の
他
の
ご 

法
話
は
始
ど
ご
自
身
で
な
さ
れ
て
い
た
。
先
生
を
よ
き
師
と
仰
ぎ
親
鸞
教
学
を
学
ぶ
こ
と
の
で
き
た
私
を
し
て
、
先
生
の
偉
大
さ
を
確
信 

せ
し
め
て
い
る
も
の
は
、
学
問
的
な
評
価
に
の
み
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
先
生
が
こ
の
よ
う
に
、
常
に
自
ら
の
仏
道
を
身
を
も
つ 

て

歩

ま

ん
と

さ
れ

た
自
信
教
人
信
の
「
学
僧
」

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
若
い
我
々
を
は
る
か
に
超
え
る
不
惜
身
命
の
ご
活
動
の
せ
い
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

こ
こ
二
三
年
来
、
病
魔
の
た 

め
入
退
院
を
重
ね
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
昨
年
末
の
寒
波
の
な
か
、
自

坊

の

報

恩

講(

二
十
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で)

の
勤
行
と
法
話 

を
な
さ
れ
た
身
労
も
重
な
っ
て
、
 

二
十
八
日
三
度
目
の
入
院
を
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

一
時
の
危
篤
状
態
も
克
服
な
さ
れ
、
年 

が
明
け
て
か
ら
は
、
病
床
で
起
き
て
食
事
も
お
い
し
く
な
さ
れ
る
ま
で
に
、
大
変
お
元
気
で
快
方
に
向
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

し
か
し
、

六 

日
朝
食
を
お
い
し
く
す
ま
さ
れ' 

奥
様
と
付
添
い
の
方
に
お
礼
を
申
さ
れ
て
後
、

ほ
ど
な
く
、

に
わ
か
に
事
態
は
暗
転
し
、

つ
い
に
念
仏 

の
息
絶
え
ま
し
ま
し
た
と
い
う
。
あ
の
独
特
の
調
子
で
の
御
講
義
も
、
抑
揚
の
あ
る
お
話
も
、

二
度
と
承
る
こ
と
の
で
き
ぬ
身
と
な
っ
て 

し
ま
わ
れ
た
。
悲
し
く
も
淋
し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
の
逆
縁
を
超
え
て
そ
の
学
恩
に
酬
い
て
生
き
る
み
ち
は
、

い
よ
い
よ
真 

実
の
法
に
会
う
べ
く
た
ゆ
み
な
く
聞
思
し
、 

自
己
自
身
を
明
ら
か
に
し' 

念
仏
申
さ
れ
る
身
に
な
る
こ
と
の
ほ
か
は
な
い
。

二

お
よ
そ
、
そ
の
人
の
生
涯
の
学
問
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、

そ
の
人
が
そ
の
学
び
に
際
し
て
最
初
に
提
起
し
た
と
こ
ろ
の
課
題 

に
よ
っ
て
そ
の
方
向
が
決
定
づ
け
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
決
し
て
間
違
っ
て
は
い
な
い
と
い
っ
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
、
稲
葉
秀 

賢
先
生
の
学
問
的
業
績
に
つ
い
て
見
る
場
合
に
も
、

そ
の
こ
と
は
ま
さ
し
く
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

即
ち' 

先
生
の 

学
問
の
出
発
点
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
ご
と
く
、

西
洋
哲
学
、
と
り
わ
け
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
倫
理
の
問
題
を
解
明
せ
ん
と
す
る
こ
と
に 

お
か
れ
て
い
た
。
周
知
の
ご
と
く'

カ
ン
ト
哲
学
の
根
本
的
立
場
は
哲
学
的
人
間
学
に
立
脚
し
て
、
学
問
か
ら
倫
理
道
徳
に
、

そ
し
て
更



に
道
徳
か
ら
宗
教
へ
と
理
性
の
自
己
批
判
を
ど
こ
ま
で
も
徹
底
し
て
い
く
こ
と
の
上
に
見
出
さ
れ
る
。

そ
の
カ
ン
ト
の
提
起
し
た
倫
理
的 

理
性
と
宗
教
の
問
題
は
、

稲
葉
先
生
に
お
い
て
ま
さ
し
く
ご
生
涯
の
課
題
と
し
て
見
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ 

は
先
生
が
倫
理
学
の
立
場
を
す
て
て
真
宗
教
学
の
道
を
選
び
と
ら
れ
た
こ
と' 

そ
し
て
、
そ
れ
以
後
に
な
さ
れ
た
数
多
く
の
優
れ
た
学
問 

的
業
績
の
根
底
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
問
題
と
し
て
、
書
名
或
い
は
論
題
だ
け
を
み
て
も
極
め
て
明
白
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 

先
生
の
真
宗
学
の
領
域
に
お
け
る
学
問
的
業
績
は
大
き
く
分
け
て
み
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
態
を
と
っ
て
展
開
せ
ら
れ
た
と
思
わ
れ 

る
。

即
ち
、
 
⑴
 

曇
鸞
教
学
へ
の
傾
倒
、⑵
 

蓮
如
教
学
の
徹
底
的
究
明
、⑶
 

親
鸞
教
学
の
研
究
で
あ
る
。

宗
学
院
時
代
を
回
顧
し
て
、
先
生
は
赤
貧
に
甘
ん
じ
な
が
ら
も' 

も
っ
と
も
よ
く
勉
強
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
、
充
実
し
た
時
代
で
あ
っ 

た
と
生
前
語
っ
て
お
ら
れ
た
。

そ
の
宗
学
院
時
代
に
お
け
る
優
れ
た
業
績
は
、

何

と

い

っ

て

も

「
行
巻
に
於
け
る
曇
鸞
教
義
の
開
展
」 

(

『
宗
学
研
究
』
第

二

号

・
第
四
号)

で
あ
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く'

曇
鸞
は
浄
土
教
を
仏
教
的
立
場
か
ら' 

組
織
的
に
体
系
化
し
た
最 

初
の
人
で
あ
る
が
、
先
生
は
そ
の
曇
鸞
教
学
に
お
け
る
浄
土
教
の
普
遍
的
意
義
と
倫
理
性
の
問
題
に
対
す
る
厳
し
い
仏
教
批
判
を
中
心
に 

み
て
行
か
れ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
后
に
抑
止
と
摂
取
の
実
存
的
関
係
の
究
明
と
い
う
態
で
も
っ
て
更
に
展
開
せ
ら
れ
『
親
鸞
の
倫
理
』 

と
し
て
結
実
を
み
て
い
る
。

次
に
先
生
が
蓮
如
教
学
を
主
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
能

浄

院

大

谷

瑩

誠

殿

か

ら

「蓮
如
教
学
の
研
究
」
と
い
う
課
題
を
与 

え
ら
れ
た
と
序
言
で
云
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
外
縁
に
よ
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
蓮
師
自
ら
が
宗
祖
の
信
仰
に
還
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ 

れ
を
世
俗
に
媒
介
す
る
生
き
た
教
学
を
展
開
せ
ら
れ
た
と
み
と
り
、

『
御
文
』

を
中
心
と
す
る
教
学
こ
そ
、

真
に
教
学
の
名
に
合
致
す
る 

も
の
と
い
う
ご
自
身
の
う
な
づ
き
と
、

そ
こ
か
ら
、
生
き
た
教
学
を
模
索
確
立
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
に
よ
る
如
く
で
あ
る
。

従
っ
て
、
 

そ
こ
に
は
、
真
宗
倫
理
の
問
題
と
教
団
と
の
関
係
、
即
ち
、
教
団
の
倫
理
性
と
い
う
問
題
が
そ
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
は 

キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
い
て' 

教
会
神
学
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
に
対
し
て
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
教
団
論
が
未
だ
明
確 

に
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
を
思
い
合
わ
す
と
き
、
極
め
て
重
要
な
意
義
を
将
来
的
に
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
は
な



か
ろ
う
か
。

更
に
注
目
す
べ
き
業
績
は'

先

生

の

ラ

イ

フ

ワ

ー

ク

で

あ

っ

た

『
教
行
信
証
』

と

『
浄
土
文
類
聚
鈔
』

の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
と 

『
教
行
信
証
』

の

構

造

に

つ

い

て

「証
巻
」

を
中
軸
と
し
て
、
前
半
は
往
相
廻
向
を
阴
か
し
、
後

半

は

「
化
身
土
巻
」

に
至
る
ま
で
還
相 

廻
向
を
明
か
す
も
の
と
み
ら
れ
た
独
自
な
見
解
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
に
は
今
日
と
も
す
る
と
等
閑
視
さ
れ
が
ち
な
先
哲
の
学
問 

に
つ
い
て
の
深
い
学
問
的
蘊
蓄
と
、
現
実
に
お
け
る
真
宗
倫
理
に
つ
い
て
の
厳
し
い
思
想
的
関
心
と
が
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
顕
わ
し
示 

さ
れ
て
い
る
。

以
上
先
生
の
生
涯
に
お
け
る
学
問
的
業
績
の
一
端
に
つ
い
て
、

お
お
ま
か
に
窺
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が' 

最
初
に
ふ
れ
た
よ
う
に' 

先 

生
の
上
で
は
、

そ
の
極
め
て
広
範
囲
に
わ
た
る
学
問
に
お
い
て
、

つ
ね
に
理
性
と
信
仰
と
の
関
係
及
び
真
宗
の
倫
理
性!
！

教
団
倫
理
を 

指
向
す
る
——

が
問
題
意
識
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り' 

そ
の
業
績
の
も
つ
現
代
的
意
義
は
極
め
て
大
き
い
と
い
わ
ね
ば 

な
ら
な
い
。

そ
の
う
ち
、
今
は
先
生
の
最
晚
年
の
労

作
で

あ
る
『
浄
土
文
類
聚
鈔
の
研
究
』

を
通
し
て
、
先
生
の
学
恩
を
か
み
し
め
て
み 

た
い
。

三

も

と

『
浄
土
文
類
聚
鈔
の
研
究
』

は
、
昭

和

三

十

九

年

の

安

居

に

『
浄
土
文
類
聚
鈔
講
讃
』

と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
、

同
五
十
四
年
の 

安

居

に

は

『
正
信
念
仏
偈
講
草
』

と
し
て
講
ぜ
ら
れ
た
二
部
を
一
部
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
前
書
を
前
編
と
し
、
後
書
を
後
編 

と
し
て
収
録
さ
れ
て
あ
る
。

祖
聖
親
鸞
の
著
作
を
み
る
に
、
多
く
撰
述
乃
至
は
書
写
の
年
時
が
そ
の
巻
尾
に
自
署
せ
ら
れ
て
お
り' 

そ
れ
は
真
蹟
本
の
存
す
る
か
ぎ 

り
、
著
作
年
時
判
定
の
根
拠
と
し
て
、

聖
人
述
作
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
。
『
教
行
信
証
』
(
『
広
本
』)

の
研
究
は
、

坂
東
本
の
解
体
修
理 

以
来
、
そ
の
書
誌
学
的
文
献
学
的
研
究
を
は
じ
め
と
し
て
著
し
く
進
展
し' 

撰
述
年
時
に
つ
い
て
も
、

そ
の
曙
光
を
見
出
し
た
如
き
感
が



あ
る
。

即

ち

「
真
仏
土
巻
」

の

『
浄
土
論
註
』

引

用

文

の

末

尾

と

『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』

の

標

挙

の

一

部

の

書

洩

や

『
観
無
量
寿
経
集
註
』 

『
阿
弥
陀
経
集
註
』

等
に
よ
り
、
真
蹟
本
に
先
行
す
る
初
稿
本
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
、
従
っ
て
宗
祖
の
三
十
歳
か
ら
六
十
歳
頃
迄
の
精 

神
活
動
の
最
も
旺
盛
な
る
時
期
を
そ
れ
に
あ
て
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
な
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

け
れ
ど
も 

『
広
本
』

は
聖
人
畢
生
の
大
著
で
あ
り' 

恐
ら
く
は
関
東
時
代
よ
り
帰
洛
入
滅
に
至
る
ま
で' 

常
に
座
右
に
置
い
て
、
加
筆
訂
正
さ
れ
た 

よ
う
で
、

し
か
も
初
稿
本
と
称
す
る
も
の
は
未
発
見
で
あ
り' 

又
、
清
書
本
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
現
今
に
お
い
て 

は
、

聖
人
の
生
涯
を
通
じ
て
真
蹟
本
と
し
て
は
坂
東
本
一
本
の
み
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
る
に
本
書
は
一
見
難
解
で
あ
り
、
し
か
も
整
然
た
る
教
学
の
体
系
を
備
え
た
大
部
の
撰
述
で
あ
る
。
自

ら

「
愚
禿
」

と
称
し
、
 

是 

非
邪
正
を
弁
え
ぬ
身
と
し
て
、

凡
夫
の
知
見
を
離
れ' 

偏
え
に
本
願
の
一
道
に
帰
せ
ら
れ
た
宗
祖
が' 

何
故
に
こ
う
し
た
撰
述
を
せ
ら
れ 

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

凡

そ

『
広
本
』

の

撰

述

意

趣

は

「
総
序
」
並

び

に

「
後
序
」

に
語
ら
れ
て
い
る
如
く
、
慶
嘆
の
書
と
し
て
か
か
れ
た 

も
の
で
あ
る
。

こ

の

種

の

発

言

は

「
行
巻
」

の

偈

前

・
「
信
巻
」

の

別

序

・
「化
巻
」

の
三
願
転
入
の
下
等
、
そ
の
要
所
要
所
に
し
ば
し
ば 

み
ら
れ
る
。

従
っ
て' 

知
恩
報
徳
と
い
う
こ
と
は' 

本
書
述
作
に
お
け
る
終
始
一
貫
し
た
心
情
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
宗
祖
が
仏
祖
の
経
釈
の
中
か 

ら
本
願
の
教
法
を
聞
き
あ
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は 

「
よ
き
人
」

法
然
上
人
の
教
え
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

「
愚
禿
勧
る
と
こ
ろ 

更
に
わ
た
く
し
な
し
」
と
い
わ
れ
る
如
く
、

元
祖
の
指
教
す
る
選
択
本
願
の
念
仏
こ
そ
正
し
く
浄
土
真
宗
で
あ
り
、

『
選
択
集
』

を
外
に 

し
て
真
宗
念
仏
の
要
義
を
説
く
も
の
は
な
い
と
し
て' 

そ
の
開
創
を
必
ず
法
然
上
人
に
帰
し
て
い
ら
れ
る
。

『
広
本
』 

の
撰
述
に
あ
っ
て 

も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
 

た

だ

『
撰
択
集
』

の
本
義
を
闡
明
し
、

そ
の
既
に
開
か
れ
た
浄
土
真
宗
の
正
意
を
顕
彰
す
る
、
即 

ち
、
念
仏
の
意
義
を
徹
底
せ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
る
。
所
謂
、
選
択
本
願
と
は
諸
行
を
廃
し
て
念
仏
一
行
を
立
て
る
も
の
で
あ 

る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
廃
立
の
真
意
を
追
究
す
れ
ば
、
聖
道
と
浄
土
、
自
力
と
他
力
を
相
対
し
て
、

そ
こ
に
真
実
と
方
便
と 

の
分
別
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

而

し

て

「
後
序
」

に
明
記
さ
れ
て
あ
る
承
元
の
法
難
と
吉
水
入
室
の
生
々
し
い
順
逆
両
縁



の
歴
史
的
事
実
を
起
因
と
し
て
、
真
実
を
開
顕
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
勢
い
浄
土
の
異
義
に
対
し
、
聖
道
の
偏
見
に
対
し
、
外
道
の
邪
執
に 

対
し
て
一
大
批
判
を
加
え
、
警
告
を
発
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

本
書
の
撰
述
動
機
は
知
恩
報
徳
と
い
う
如
き
一
途
で 

は
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
や
が
て
幾
重
に
も
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
を
含
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
 

こ

れ

に

対

し

て

『
浄
土
文
類
聚
鈔
』(

『
略
本
』)

は
、

従
来
撰
述
意
趣
が
語
ら
れ
る
場
合
、

多

く

『
教
行
信
証
大
意
』

を
証
権
と
し
て 

『
広
本
』

の
略
出
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
考
え
ら
れ
て
い
る
に
対
し' 

先
生
が
、
両

書

に

夫
々

の

独

自

性
を

認

め

『
略
本
』

の
撰 

述
意
趣
を
推
定
さ
れ' 

も
っ
て
、
撰
述
年
時
に
つ
い
て
、
広
前
略
後
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
せ
ら
れ
た
業
績
は
最
も
特
筆
す
べ
き
点
で
な 

か
ろ
う
か
。

然
ら
ば
、
教

相

を

明

す

『
教
行
信
証
』

の
上
に
、
何

故

に

安

心

の

要
書
と

い
わ

れ

る
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』

を
宗
祖
は
撰
述
さ
れ
な
け
れ 

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

思
う
に
歴
史
の
創
造
は
人
間
に
依
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
人
間
は
ま
た
歴
史
に
依
っ
て
作
ら
れ
る
。
 

従
っ
て
、
 

如
何
な
る
人
間
存
在
も
歴
史
的
制
約
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ず' 

そ
の
思
想
信
仰
は
常
に
歴
史
的
背
景
を
基
盤
と
し
て
語
ら 

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
宗
祖
の
多
く
の
撰
述
を
考
え
る
場
合
に
も
同
じ
く
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
先
生
は
云
わ
れ 

て
い
る
。

お
よ
そ
、
宗
祖
の
述
作
に
考
慮
す
べ
き
は
、
著
作
活
動
が
旺
盛
に
な
っ
た
の
は
晚
年' 

即

ち

『
浄
土
高
僧
和
讃
』

の
撰
述
年
時
で
あ
る 

七
十
六
歳
頃
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
宗
祖
の
思
想
信
仰
が
円
熟
し
、
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
利
他
活
動
と
し
て
出
て
来
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る 

が
、

そ
れ
を
産
み
出
す
歴
史
的
背
景
が
な
け
ね
ば
ほ
と
ば
し
り
出
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
注
目
さ
れ
、
『
略
本
』
撰
述 

の
外
縁
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
関
東
教
団
の
状
勢
と
関
連
し
て
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
の
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。
宗
祖
帰 

洛
後
の
関
東
教
団
は' 

宗
祖
と
い
う
支
柱
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
幾
多
の
門
徒
集
団
に
分
れ
、

そ
の
門
徒
集
団
の
間
に
有
念
無
念
、

ー
 

念
多
念
の
靜
論
、
或
い
は
善
鸞
の
異
義
等
信
仰
上
の
疑
義
粉
乱
が
続
い
た
こ
と
は' 

幾
多
の
資
料
に
よ
っ
て
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
事
実 

で
あ
る
。

よ
っ
て
、
多
く
の
消
息
が
、
門
弟
の
中
に
起
っ
た
疑
難
に
つ
い
て
、
懇
切
に
答
え
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
、

そ
の
一
々
に
つ
い
て



で
な
く'

も
っ
と
大
き
く
こ
れ
ら
の
疑
難
に
答
え
る
意
味
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
か
か
る
疑
難
は
、

同
時
に
い
つ
の
時
代
に 

あ
っ
て
も
、
惑
い
と
な
り
悩
み
と
な
る
問
い
だ
か
ら
で
あ
る' 

と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

関
東
教
団
の
動
乱
を
語
る
時' 

と
り
わ
け
善
鸞
の
異
義
を
考
慮
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
尤
も
そ
の
場
合' 

善
鸞
は
悪
の
張
本
人 

の
如
く
看
做
さ
れ
る
が
、

そ
こ
に
は
多
く
の
疑
問
を
残
し
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
善
鸞
の
周
囲
に
異
義
の
存
し
た
こ
と
だ
け 

は
否
み
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
善
鸞
の
義
絶
を
そ
の
頂
点
と
し
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
も
私
信
で
あ
る
べ
き
は
ず
の
現
存
の
消
息
類
を 

み
る
に
、

大
半
世
俗
的
な
人
間
関
係
を
語
る
も
の
で
は
な
く'

全
く
信
仰
上
の
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、

そ
の
疑
義
紛
乱
の
如
何 

に
厳
し
く
烈
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

し

か

も

『
一
念
多
念
文
意
』

や

『
唯
信
鈔
文
意
』

の
奥
書
に
、

「
い
な
か
の
ひ 

と
び
と
の
文
字
の
こ
こ
ろ
も
し
ら
ず
乐
」

と
書
き
添
え
て
あ
る
の
は
、

正
し
く
関
東
教
団
の
人
々
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
と
共
に
、

そ 

こ
に
宗
祖
の
深
い
意
趣
が
汲
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

宗

祖

は

「
よ
き
人
」
と
云
う
如
く
、
自
ら
元
祖
の
教
学
を
禀
承
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
晩
年
に
な
る
と
い
よ
い
よ
元
祖
に
帰
る
傾
向 

が
顕
著
で
あ
る
。
『
末
灯
鈔
』
全
二
十
二
章
中
、
善

導1

兀
祖
相
承
の
文
を
十
五
ケ
所
も
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ 

は
宗
祖
の
念
願
が
、
遺
弟
を
し
て
如
来
の
教
法
と
元
祖
的
伝
の
念
仏
信
仰
を
誤
ら
し
め
て
は
な
ら
な
い
と
云
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
り
わ 

け
宗
祖
が
既
に
一
念
義
の
徒
と
同
視
せ
ら
れ
て
い
た
如
く'

将
又
、
関
東
教
団
の
動
向
を
顧
慮
す
る
と
き' 

宗
祖
を
し
て
深
く
悲
歎
せ
し 

め
る
と
共
に
、

そ
れ
を
是
正
せ
ん
が
た
め
に' 

老
軀
に
鞭
う
っ
て
、
幾
多
の
短
編
の
聖
教
を
述
作
し
、

元
祖
の
提
撕
に
居
し
て
自
己
の
信 

仰
を
告
白
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
『
略
本
』

は
正
し
く
そ
の
応
答
の
最
大
一
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。

し
か
る
に
、
『
末
灯
鈔
』
第

九

・

第

十

一

，
第
十
二
通
に
語
ら
れ
て
い
る
疑
難
は
、

誓
名
別
執
の
計
で
あ
る
。

そ
れ
が
関
東
教
団
に
お 

け
る
紛
乱
の
主
要
を
な
し
た
こ
と
は
、

『
歎
異
抄
』

の

序

，
並
び
に
第
十
一
章
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ 

れ
て
あ
る
。

お
よ
そ' 

誓
名
別
執
と
は
一
面
に
偏
執
す
る
、 

つ
ま
り' 

誓
願
を
重
ん
じ
て
名
号
を
軽
ん
ず
る
。

従
っ
て' 

信
心
を
重
視
し 

て
念
仏
を
軽
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
宗

祖

が

「
信
巻
」
を
別
開
し
、
別
序
ま
で
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
偏
執
の
徒
か
ら
す
れ
ば
、
却
て
恰



好
の
根
拠
と
な
っ
た
こ
と
で
も
あ
ろ
う
か
。
宗
祖
は
か
か
る
偏
信
の
傾
向
に
対
し
て
、
行
信
の
一
念
の
不
離
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、

そ
の 

矯
正
に
深
い
意
趣
が
示
さ
れ
て
あ
る
如
く
で
あ
る
。

『
略
本
』

も
か
か
る
偏
信
の
傾
向
の
矯
正
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

と
り
わ
け' 

元 

祖
教
学
に
即
し
て
そ
の
義
趣
を
明
ら
か
さ
れ
た
の
が
『
略
本
』

で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

更
に
、

こ
う
し
た
歴
史
的
背
景
を
考
慮
し
つ
つ
み
る
と
、

『
略
本
』

の
撰
述
意
趣
は
教
理
的
立
場
か
ら
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
 

論
理
展
開
が
な
さ
れ
て
い
る
。

即

ち

『
略
本
』

の
構
成
は
大
判
す
る
に
、
総

説

・

偈

頌

・
問
答
の
三
段
よ
り
成
立
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で 

あ
る
。
第
一
の
総
説
段
は
二
法
々
門
の
態
勢
を
も
っ
て
四
法
を
概
説
さ
れ
た
一
段
で
、
古
来
、

二
法
々
門
と
も
三
法
々
門
と
も
、
或
は
四 

法
々
門
と
も
い
う
ご
と
く'

い
ず
れ
と
も
と
れ
る
、

無
碍
自
在
な
明
か
し
方
で
あ
る
。

け
れ
ど
、
『
略
本
』

の
典
型
的
な
明
し
方
は
教
行 

二
法
々
門
で
あ
り
、
即
ち' 

行
中
摂
信
の
態
勢
で
あ
っ
て
、
行
の
絶
対
性
が
昂
揚
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
み
、

こ
れ
は
明
ら
か
に
元
祖
相 

承
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
み
て
い
ら
れ
る
。

そ
し
て' 

明
か
し
方
が
無
碍
自
在
で
あ
る
こ
と
は
、
宗
祖
の
思
想
信
仰
が
円 

熟
の
境
地
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
う
る
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
、
行
に
つ
い
て
明
か
す
下
に' 

第

十

七

・
第
十
八
二
願
成
就
の
文 

が
連
引
さ
れ
て
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
行
中
摂
信
の
意
味
で
あ
り
、
特
に
成
就
文
に
意
を
留
め
ら
れ
る
の
は
晩
年
で
あ
っ
て
、
関
東
教
団
の 

動
向
と
照
応
す
る
と
き
、
『
略
本
』
が
若
い
時
代
に
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
み
る
方
が
妥
当
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。

か
く
て
、

こ
れ
は 

『
広
本
』

に
あ
っ
て
、

「
教
」

「
行
」

二

巻

が

伝

承

の

巻
と

し
て

『
選
択
集
』
相
承
を
示
す
如
く'

特
に
他
力
廻
向
の
念
仏
を
明
か
し
た
の 

で
あ
る
と
そ
の
大
意
を
み
ご
と
に
把
握
し
き
っ
て
い
ら
れ
る
。

総
説
と
対
照
す
る
の
が' 

第
三
の
問
答
段
で
あ
る
と
し
、

こ
こ
で
は
、

三
一
問
答
に
よ
る
他
力
の
信
の
開
明
と
、

『
大
経
』

の
三
信
、 

『
観
経
』

の
三
心
、
『
小
経
』

の
一
心
が
ー
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

三
信
の
中
に
名
号
の
行
体
を
認
め
て
、

信
の
中
に
行 

を
摂
し
、
信
の
絶
対
性
が
顕
彰
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

こ

れ

は

『
広
本
』

で
い
え
ば
、
信
証
二
巻
に
相
当
し
て
信
証
を
直
結
す
る
宗
祖 

の
己
証
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
も
、
総

説

と

問

答

の

間

に

偈

頌

た

る

「
念
仏
正
信
偈
」
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
前
後
に
明
か
す
行
信
が
不
離
で
あ
る
こ
と
を
示



す
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

か
く
て
問
答
が
伝
統
の
淵
源
に
本
質
的
な
根
拠
を
見
出
す
に
対
し
、

偈
讃
は

真
宗
に
於
け

る
弥
陀
・
釈
迦
・
七 

祖
と
い
う
竪
の
伝
統
弘
化
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
り' 

更
に
帰
敬
序
が
人
格
態
と
し
て
説
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
よ
り
具
体
的
で
あ
っ
て' 

ま
さ
に
晩
年
の
傾
向
を
物
語
る
と
共
に
、
関
東
教
団
に
お
け
る
偏
信
の
矯
正
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

四

か
く
の
如
く
、
『
広
本
』

と

『
略
本
』

の
相
違
を
撰
述
の
意
趣
か
ら
み
る
と
き
、

そ
こ
に
は' 

共
に
元
祖
の
教
学
を
禀
承
す
る
も
の
で 

あ
る
が
、
教
義
の
真
理
性
を
鮮
明
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
『
広
本
』

に
対
す
れ
ば
、

『
略
本
』

は
関
東
教
団
の
動
向
を
考
慮
し
つ
つ' 

安 

心
を
伝
え
ん
と
す
る
意
趣
を
以
っ
て
、
自
己
の
信
仰
を
直
截
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

従
っ
て
、

そ
の
表
現 

方
法
に
於
て
は' 

古
来
二
本
の
相
違
が
論
ぜ
ら
れ
る
如
く
、

そ
の
間
に
差
異
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

即

ち

『
広
本
』

は
教
法
の
理
論 

的
構
成
を
以
て
な
さ
れ' 

従
っ
て
、
他
教
に
対
し
て
自
宗
を
あ
ら
わ
す
相
対
的
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
。

即
ち
、
浄
土
真
宗
の
教
相
を
示 

す
も
の
で
あ
り
、
総
じ
て
真
仮
相
対
せ
し
め
て
対
象
的
に
説
述
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
方
便
は
真
実
に
帰
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
 

故
に
真
仮
対
象
し
て
い
る
が' 

そ
の
根
源
は
真
実
の
四
法
に
あ
り
、
往

還

二

廻

向

を

明

か

す

の

が

『
広
本
』

六
巻
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、

『
略
本
』

は
教
法
の
機
受
に
お
け
る
安
心
が
如
何
に
伝
達
さ
れ
る
か
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

従
っ
て
そ
こ
に
は' 

相
対
批
判
的
な
も
の
は
み
ら
れ
ず
、
偏
信
に
陥
る
邪
執
を
正
す
意
図
か
ら
、
浄
土
真
宗
の
行
信
を
述
べ
る
絶
対
的
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る. 

即
ち
、
『
略
本
』

は

『
広
本
』

の
略
抄
で
あ
る
点
か
ら
し
て
も
、
『
広
本
』

と
同
様' 

真
実
の
教
行
信
証
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
動 

か
し
難
い
。

た
だ
、
真
仮
相
対
で
は
な
く'

浄
土
真
宗
の
絶
対
的
立
場
に
お
い
て
、
真
実
の
四
法
だ
け
を
顕
わ
し
て
い
ら
れ
る
。

こ
こ
に 

古

来

か

ら

『
広
本
』

が
教
相
の
書
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
略
本
』

は
安
心
の
書
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
所
以
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
『
広
本
』 

の
如
く
順
逆
両
観
の
見
方
に
従
え
ば
、

順
観
的
立
場
に
お
い
て
は' 

あ
く
ま
で
教
行
二
法
、
信
は
行
中
摂
信
の
相
で
、

三
法
乃
至
四
法
を 

二
法
よ
り
開
い
た
形
で
あ
る
が
、
逆
観
的
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
三
心
一
心
の
問
答
に
そ
の
特
異
点
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
場



合
、
方
便
を
離
れ
た
真
実
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
真
実
信
は
や
が
て
真
仮
批
判
を
予
想
す
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、 

『
略
本
』

に
お
け
る
問
答
は
三
経
一
致
と
い
う
立
場
、
即

ち

真

実

之

教

と

し
て

の

『
大
経
』

に
開
顕
せ
ら
れ
た
真
実
の
立
場
か
ら

『
観
』 

『
小
』

二
経
を
み
て
行
く
の
で
あ
っ
て
、
『
略
本
』
は
や
は
り
絶
対
的
立
場
に
お
い
て
安
心
を
端
的
に
表
白
さ
れ
た
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
他
多
く
の
短
編
の
聖
教
に
、
時
と
し
て
、
相
対
的
批
判
的
な
教
義
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
の
を
み
と
め
る
が
、
 

そ
こ
に
真
意
が
あ
る
の
で
は
な
く
、

基
本
的
に
は
絶
対
的
立
場
に
照
し
出
さ
れ
た
、
 

自
己
の
信
仰
を
告
白
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

故
に 

『
略
本
』

は
偏
え
に
如
来
廻
向
の
法
と
し
て' 

教
行
二
法
法
門
と
い
う' 

元
祖
相
承
に
居
し
て
、
特
に
行
中
摂
信
し
て
、
行
を
所
廻
向
の 

物
柄
と
し
て
絶
対
の
行
と
し' 

更
に
そ
れ
に
よ
っ
て
往
相
の
浄
信
の
絶
対
性
を
高
調
し
て
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、

そ
の
特
質
を
み
と
め
る 

こ
と
が
で
き
る
。

先
生
は
一
部
の
大
意
の
最
後
に
は
、

「
か
く
て' 

本
書
は
絶
対
的
立
場
で' 

他
力
安
心
を
開
顕
し
た
も
の
で
あ
り
、

殊 

に
願
成
就
の
経
意
に
据
し
て
、

四
法
の
開
合
自
在
を
顕
わ
し
、

以
て
他
力
廻
向
の
妙
趣
を
開
顕
し
て
、
偏
執
の
徒
に
勧
信
誡
疑
せ
ら
れ
た 

も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
本
書
の
重
要
な
意
味
が
あ
る
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
宗
祖
の
信
境
を
六
十
有
余
年
の
学
び
の
中
か
ら
身 

を
も
っ
て
体
得
な
さ
れ
て
い
た
の
が
持
名
院
講
師
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
、
次
に
紹
介
す
る
先
生
の
最
後
の
書
翰 

に
そ
の
す
べ
て
が
云
い
切
ら
れ
て
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
て
な
ら
な
い
。

こ
の
書
翰
は
先
生
が
ご
入
院
の
前
夜
、

即
ち
、
十
二
月
二
十 

七
日
夜
半
に
筆
を
取
ら
れ
た
も
の
で' 

東
京
在
住
の
篠
原
孝
順
兄
宛
の
書
信
で
あ
る
。
も
っ
て
先
生
最
晩
年
の
信
境
と
深
き
学
恩
に
思
い 

を
致
し
つ
つ
擱
筆
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

〇 

〇 

〇

(

前
文
省
略)

そ
の
後
老
生
お
蔭
さ
ま
で
体
調
も
よ
く
元
気
に
い
た
し
て
を
り
ま
す
。
最
近
は
、

心
臓
発
作
の
恐
怖
さ
へ
忘
れ
る
位
に
な
り
ま
し
た
。
 

然
し
、
 

美

濃

部

さ

ん(

注 

元
東
京
都
知
事
・
参
議
員
議
員)

の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
か
ら
、

こ
れ
か
ら
寒
さ
と
共
に
一
層
注
意
を



せ
ね
ば
と
思
っ
て
を
り
ま
す
。
然
し
今
は
い
つ
お
召
が
あ
っ
て
も
全
く
後
悔
は
あ
り
ま
せ
ん
。
有
難
い
一
生
で
あ
っ
た
と
、
今
は
世 

事
を
捨
て
て
、
法
務
も
若
い
も
の
に
ま
か
せ
、
自
坊
で
の
布
教
と' 

時
折
有
縁
の
会
に
出
た
り
は
し
ま
す
け
れ
ど
、

た
だ
毎
日
法
爾 

自
然
に
生
か
さ
れ
て
い
る
今
を
喜
ば
せ
て
頂
い
て
を
り
ま
す
。

こ

の

二

十

日

か(

ら)

二
十
二
日
、
自
坊
の
報
恩
講
を
勤
修
さ
せ
て 

頂
き' 

本
年
も
三
日
間
の
法
話
を
さ
せ
て
頂
け
た
こ
と
が
何
よ
り
嬉
し
く
、

明
年
は
期
し
難
い
一
期
一
会
の
心
を
こ
め
て
お
話
を
さ 

せ
て
頂
き
ま
し
た
。

美
濃
部
さ
ん
は
無
宗
教
で
白
の
カ
ー
ネ
ー

シ
ョ
ン
を
捧
げ
て
冥
福
を
祈
っ
た
と
報
ぜ
ら
れ
ま
し
た
が
、
老
生
は
た
と
へ
一
輪
の
菊 

が
捧
げ
ら
れ
な
く
て
も
、

こ
の
法
に
会
っ
た
こ
・
と
、
念
仏
申
さ
れ
る
身
に
な
っ
た
こ
と
を
何
よ
り
嬉
し
く
存
じ
ま
す
。

(

以
下
省
略)

な
お' 

別
紙
に
次
の
書
信
が
三
行
書
き
に
し
て
加
え
ら
れ
同
封
せ
ら
れ
て
あ
っ
た
。

〇

こ
の
頃
は
専
ら
宗
祖
の
消
息
類
に
親
し
ん
で
を
り
ま
す
。

「
い
ま
は
と
し
き
は
ま
り
て
候
へ
ば
」

「
眼
も
見
え
ず
み
な
忘
れ
て
候
」

等
の
お
言
葉
が
ひ
し
ひ
し
と
身
に
泌
み
て
有
難
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。


