
危

機

と

他

力

——
『
歎
異
抄
』
か
ら
の
展
望
—

安 

富 

信 

哉

ー
 

他

力

の

宗

旨

『
歎
異
抄
』
が
著
わ
さ
れ
た
理
由
は' 

親
鸞
没
後
の
関
東
教
団
に
発
生
し
た
異
義
を
批
判
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、

「
全 

以
ー
ー
自
見
覚
語
ハ 

莫
“
乱
一
一
他
カ
之
宗
旨
一
」
と
い
う
前
序
の
言
葉
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
異
義
の
具
体
的
内
容
は
、
と
り
わ
け
第
十
一 

章
以
下
の
い
わ
ゆ
る
歎
異
篇
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
も
し
『
歎
異
抄
』
が
中
世
の
一
念
仏
教
団
に
お
け
る
信
仰
の
危
機
を
叙
べ 

た
書
だ
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
こ
の
書
が
現
代
に
ま
で
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
本
書 

が
不
朽
の
古
典
と
し
て
の
生
命
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
が
、
信
仰
の
危
機
を
語
り
な
が
ら
、
人
間
そ
の
も
の 

の
危
機
に
ま
で
深
く
言
い
及
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『
歎
異
抄
』

の
危
機
意
識
は
こ
の
二
重
性
を
有
し
て
い
る
。

『
慕
帰
絵
詞
』(
巻
三)

に
よ
れ
ば
、

『
歎
異
抄
』

の
著
者
と
目
さ
れ
る
河
和
田
の
唯
円
は
、
正
応
元
年(

ー
ニ
ハ
ハ)

冬
の
こ
ろ
に
上
洛 

し' 

覚
如
に
宗
義
を
教
え
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
恐

ら

く

『
歎
異
抄
』
は
こ
の
前
後
に
成
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
親
鸞
最
晩
年 

の
法
語
と
唯
円
の
異
義
批
判
と
を
聚
め
た
本
書
に
は
、
二
人
の
間
に
径
庭
す
る
四
十
年
余
の
タ
イ
ム
・
ス
パ
ン
の
念
仏
者
の
危
機
意
識
の 

内
景
が
桓
間
み
ら
れ
よ
う
。
親
鸞
の
教
え
に
帰
し
た
『
歎
異
抄
』

の
著
者
が
、
ど
の
よ
う
な
危
機
意
識
を
も
っ
て
毎
日
を
生
き
て
い
た
か



と
い
う
こ
と
に
、
私
は
関
心
を
惹
か
れ
る
。

平
安
末
期
か
ら
打
ち
続
い
た
戦
乱
・
飢
餓
・
疫
病
・
天
災
、
な
ど
転
換
期
特
有
の
淒
ま
じ
い
時
代
情
況
の
渦
中
に
投
げ
込
ま
れ
た
民
衆 

は
、 

貴

族

・
庶
民
を
問
わ
ず
生
死
の
無
明
海
に
浮
沈
し
な
が
ら
、 

人
間
の
無
力
と
罪
悪
を
痛
感
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
絶
望 

の
淵
に
立
っ
て
、
古
代
人
の
あ
の
お
お
ら
か
な
肯
定
的
精
神
は
崩
壊
し
、
人
間
否
定
の
苛
酷
な
現
実
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

こ
の
乱
世
的
な
情
況
は
、
鎌
倉
幕
府
の
成
立
に
よ
っ
て
一
応
の
ピ
リ
オ
ド
を
打
た
れ
た
が
、
人
間
無
力
の
感
慨
は
、
人
々
の
心
に
深
く 

浸
透
し
て
ゆ
く
。

い

ま

『
歎
異
抄
』

の
著
者
に
よ
っ
て' 

そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
 

聖
人
の
つ
ね
の
お
ほ
せ
に
は
、
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く'
^

案
ず
れ
ば
、

ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば 

そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を' 

た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ' 

と
御
述
懐
さ 

ふ
ら
ひ
し
こ
と
を
、

い
ま
ま
た
案
ず
る
に
、
善

導

の

「自
身
は
こ
れ
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
、
 

つ
ね
に
し
づ 

み
つ
ね
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
き
身
と
し
れ
」
と
い
ふ
金
言
に
、
す
こ
し
も
た
が
は
せ
お
は
し
ま
さ
ず
。
 

親
鸞
の
信
仰
の
大
地
を
な
す
も
の
は' 

救
い
な
き
宿
業
の
身
で
あ
る
と
い
う
痛
切
な
自
覚
で
あ
る
。

『
歎
異
抄
』

の
著
者
は
、

こ
の 

「聖
人
の
つ
ね
の
お
ほ
せ
」
を

「機
の
深
信
」

の
告
白
と
し
て
受
け
と
め
た
。

『
観
無
量
寿
経
』

に
よ
れ
ば
、
浄
土
を
願
生
す
る
衆
生
は
、

「
三
心
」(

至
誠
心
・
深
心
・
廻
向
発
願
心)

を
発
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

と
説
か
れ
る
。
善

導

は

『
観
経
疏
』
散
善
義
に
こ
の
三
心
に
詳
細
な
解
釈
を
与
え
た
が' 

と
く
に
深
心
に
つ
い
て
は' 

七
種
に
開
示
し
た
。
 

そ
の
う
ち
第
一
番
目
の
、

決
定
深
信
自
身
現
是
罪
悪
生
死
凡
夫
、
曠
劫
已
来
常
没
常
流
転
無
有
出
離
之
縁
。

の
文
が
い
わ
ゆ
る
「機
の
深
信
」
で
あ
る
。
人
間
の
根
源
的
罪
悪
性
と
そ
れ
故
の
自
力
無
効
性
を
鋭
く
言
い
切
っ
た
こ
の
「機
の
深
信
」
 

は
、
浄
土
教
に
お
け
る
決
定
的
な
命
題
で
あ
る
。

こ

の

「機
の
深
信
」
の
人
間
観
が
『
歎
異
抄
』
を
通
底
す
る
人
間
観
の
基
礎
で
あ
る
。
 

罪
悪
の
身
を
自
か
ら
救
う
可
能
性
は
な
い
、
と
善
導
は
説
く
。

こ
の
信
仰
は
、
我
々
を
限
界
境
位(

無
有
出
離
之
縁)

に
ま
で
突
き
落
し



て
し
ま
う
。

こ
こ
に
救
済
へ
の
唯
一
の
通
路
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
に
帰
托
す
る
と
こ
ろ
に
し
か
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
救
済 

の
信
仰
を' 

善
導
は
、

決
定
深
信
彼
阿
弥
陀
仏
四
十
ハ
願
摂
受
衆
生
、
無
疑
無
慮
乗
彼
願
力
定
得
往
生
。

と
語
る
。

こ
れ
が
第
二
深
信
の
「法
の
深
信
」
で
あ
る
。
元
来
、

「機
の
深
信
」
と

「法
の
深
信
」
は
、

一
つ
の
念
仏
信
仰
の
二
つ
の
側 

面
で
あ
り' 

こ
れ
を
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

興
味
深
い
こ
と
に' 

『
歎
異
抄
』

の
著
者
は
、

「機
の
深
信
」
の
文
の
み
を
記
し
、

「法
の
深
信
」
の
文
は
引
用
し
て
い
な
い
。
し
か 

し
、
た

と

え

「法
の
深
信
」

の
文
の
直
接
的
引
用
は
な
い
に
し
て
も' 

こ
れ
に
相
当
す
る
親
鸞
の
「お
ほ
せ
」
は
あ
る
と
考
え
る
の
が
自 

然
で
あ
ろ
う
。

承
知
の
よ
う
に
、

『
歎
異
抄
』
の
著
者
は
、

「
上
人
の
お
ほ
せ
に
あ
ら
ざ
る
異
義
ど
も
」
(

第
十
章)

の
発
生
す
る
信
仰
的
危
機
の
情
況
の
な
か 

で
、

「
親
鸞
の
御
信
心
」
に
帰
れ
と
叫
び
、

「
大
切
の
証
文
ど
も
、
少
々
ぬ
き
い
で
ま
ひ
ら
せ
さ
ふ
ら
う
て
、
目
や
す
に
し
て
、
こ
の
書
に
そ
え
ま 

ひ
ら
せ
て
さ
ふ
ら
う
な
り
」
(

後
序)

と
記
し
て
い
る
。
古
来
こ
の
「
目
や
す
」
と
な
る
「
大
切
な
証
文
」

の
所
在
を
め
ぐ
っ
て
論
議
が
展
開
さ
れ 

て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
そ
の
論
争
の
内
容
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
控
え
る
が
、
な
か
で
も
多
屋
頼
俊
氏
の
、
 

⑷

弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
く
案
ず
れ
ば:

：:

。
の
文

❾

善
悪
の
ふ
た
つ
惣
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り:

：:

。
の
文

を
そ
れ
に
あ
て
る
見
解
は
最
も
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
(

参

照

『
歎
異
抄
新
註
』
解
題
三
〜
ハ
頁)

寺
川
俊
昭
氏
は
、
こ
の
多
屋
説
に
賛
意
を 

表
し
た
上
で
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
こ
の
二
つ
の
祖
語
が
二
種
深
信
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
(

参

照

『
歎
異
抄
の
思
想 

的
解
明
』
35
〜

38
頁)

い
ま
寺
川
先
生
の
領
解
に
随
う
な
ら
ば
、

『
歎
異
抄
』
の

「
法
の
深
信
」
の
祖
語
は
、
後

序

の

「
善
悪
の
ふ
た
つ
惣
じ
て
も 

て

」
の
文
が
そ
れ
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

あ
る
意
味
で
、

『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
親
鸞
の
「
お
ほ
せ
」

の
す
べ
て
は
「法
の
深
信
」
を
示
し
て
い
る
。
な
か
で
も
第
一
章
は
、
親 

鸞

の

「法
の
深
信
」
を
代
表
す
る
言
葉
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
本
書
の
文
章
は
そ
の
全
体
が
力
強
い
が
、
こ
の
第
一
章
に
は
、
と
く
に
親



鸞
の
力
強
い
信
念
が
滲
み
で
て
お
り
、
読
む
者
の
心
を
圧
倒
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。

『
歎
異
抄
』
は
、
第
一
章
の
絶
対
肯
定
的
な
「
誓
願 

不
思
議
」(

法)

の
深
信
に
始
ま
り
、
後
序
の
絶
対
否
定
的
な
「機
の
深
信
」
で
終
っ
て
い
る
と
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
「誓
願
不
思
議
」 

と
は
、
仏
力
救
済
の
謂
で
あ
り
、

「機
の
深
信
」
と
は
自
力
無
効
の
謂
で
あ
る
。
本
書
は
、

い
わ
ば
こ
の
よ
う
な
「
力

学

」
を
秘
め
て 

い
る
。弥

陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
せ
て
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
、
念
仏
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ
こ
ゝ
ろ
の
お 

こ
る
と
き
、
す
な
は
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
づ
け
し
め
た
ま
ふ
な
り
。
弥
陀
の
本
願
に
は
、
老
少
・
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
、
 

た
だ
信
心
を
要
と
す
と
し
る
べ
し
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
罪
悪
深
重
、
煩

悩

至

常(

熾
盛)

の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
に
ま
し
ま 

す
。
し
か
れ
ば
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は' 

他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
へ
に
。
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
、
 

弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
ゆ
へ
に
と
云・

。

'
こ
の
言
葉
は
、
親
鸞
の
独
白
と
い
う
よ
り
も
、
親
鸞
の
口
を
つ
い
て
出
た
教
言(

法)

の
名
告
り
で
あ
る
。

『
歎
異
抄
』

の
著
者
は
、
こ 

の
弥
陀
の
誓
願
を
第
一
原
理
と
し
て
生
き
た
親
鸞
の
「法
の
深
信
」

の
言
葉
を
巻
頭
に
掲
げ
た
。

「弥
陀
の
誓
願
不
思
議
」
は' 

「
罪
悪 

深
重
、
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
」
で
あ
る
。

弥
陀
仏
の
大
悲
心
は
、

「
老
少
・
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
」
、

そ 

れ

を

「
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
」
ほ
ど
に
深
い
。
弥
陀
の
本
願
力
は
こ
れ
ほ
ど
に
絶
対
的
で
あ
る
。
そ
の
救
済
力
は
こ
れ
ほ
ど
に
巨 

大
で
あ
る
。

親
鸞
は
、
こ
の
無
限
の
力
を
は
ら
む
本
願
を
、
し

ば

し

ば

「
他
力
」

の
語
を
も
っ
て
語
る
。
師
訓
篇
に
は
次
の
よ
う
な
言
葉
遣
い
が
み 

え
る
。本

願
他
力
の
意
趣(

第
三
章)

他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人(

同)

ひ
と
へ
に
他
力
に
し
て(

第
八
章)



他
力
の
悲
願
は
か
く
の
ご
と
し(

第
九
章)

こ
の
よ
う
に
、
如
来
の
願
心
は' 

力
を
具
有
す
る
が
ゆ
え
に
「
他
力
」
の
語
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
る
。

こ
の
祖
意
を
承
け
た
『
歎
異
抄
』 

の
強
調
点
の
ひ
と
つ
が
「
他
力
」

に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

ま

さ

し

く

『
歎
異
抄
』

の
著
者
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
真
宗
と
は
、
 

「他
力
之
宗
旨
」(
前
序)' 

「他
力
浄
土
の
宗
旨
」(

第
十
五
章)

、
 

「
本
願
他
力
真
宗
」(

第
十
六
章)

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

二

他

力

の

教

学

本
願
の
意
義
を
「
他
力
」

の
語
を
も
っ
て
述
べ
た
最
初
の
人
は
曇
鸞
で
あ
る
。
曇
鸞
は
、
主

著

『
浄
土
論
註
』

の
劈
頭
に
、

「難
行
道 

と
は
、:

：:

た
だ
是
れ
自
力
に
し
て
他
力
の
持
つ
な
し
」
と
説
き
、
ま
た
本
書
の
末
尾
に
「愚
か
な
る
哉
後
の
学
者
、
他
力
の
乗
ず
べ
き 

こ
と
を
聞
き
て
、
 

当
に
信
心
を
生
ず
べ
し
」
と
結
ん
だ
。

こ
の
こ
と
は' 

『
論
註
』

の
意
図
す
る
も
の
が
「他
力
の
教
学
」
を
宣
示
す
る 

こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

い
く
つ
か
の
伝
記
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
曇
鸞
は
、
仏
道
の
危
機
に
遭
遇
す
る
こ 

と
を
通
し
て
、
他
力
の
救
済
に
帰
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

曇
鸞
に
よ
れ
ば
、
仏
道
が
成
就
し
う
る
唯
一
の
理
由
は
、
そ
れ
が
仏
願
力
に
住
持
さ
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
曇
鸞
は
、

『
論
註
』

の
結 

論
と
も
い
う
べ
き
霰
求
其
本
釈
に
お
い
て
、

霰
に
其
の
本
を
求
む
る
に
、
阿
弥
陀
如
来
を
増
上
縁
と
す
。:

：:

凡
そ
是
れ
彼
の
浄
土
に
生
ま
る
る
と
、
及
び
彼
の
菩
薩
・
人
・
天 

の
所
起
の
諸
行
は
、
皆
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
縁
る
が
故
な
り
。

と
述
べ
、
浄
土
往
生
と
そ
の
た
め
の
諸
行
は
、
ひ
と
え
に
本
願
力
を
増
上
縁
と
な
す
と
い
い' 

そ
の
本
願
を
第
十
八
願
、
第
十
一
願
、
第 

二
十
二
願
の
三
願
に
集
約
し
、
そ
れ

ぞ

れ

に

「仏
願
力
に
縁
る
が
故
に
」
と
い
う
語
を
添
え
た
。

こ
の
い
わ
ゆ
る
三
願
的
証
の
言
葉
は
、
 

『
論
註
』

の
核
心
で
あ
る
他
力
の
救
済
を
鮮
明
に
告
げ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
曇
鸞
は
、
仏
道
が
、
本
願
他
力
の
増
上
縁
に
よ
っ
て 

の
み
現
成
す
る
と
い
う
一
点
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。



仏
道
は
、
仏
力
に
住
持
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
成
立
す
る
。

こ
れ
が
曇
鸞
の
主
張
で
あ
っ
た
。
曇
鸞
が
こ
の
仏
力
を
「
他
力
」 

と
い
う
語
で
表
現
し
た
の
は
、
自
力
に
簡
ば
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
。
仏
力
は
自
力
と
全
く
異
質
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
、
曇
鸞
は 

あ

え

て

「他
力
」
な
る
語
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
本
願
は
自
か
ら
の
志
願
を
成
就
せ
ん
と
す
る
力
を
具
有
す
る
。
そ
れ
故
に
他
力
な
の
で 

あ
る
。

こ
の
曇
鸞
の
他
力
の
教
学
を
親
鸞
が
学
ん
だ
の
は
、

「他
力
本
願
念
仏
宗
を
興
行
」(

『歎
異
抄
』
流
罪
記
録)

し
た
法
然
の
も
と
に
お
い 

て
で
お
っ
た
。
法
然
は
、

『
選
択
集
』
第

一

章

「教
相
章
」

の
私
釈
に
『
論
註
』
冒
頭
の
難
易
二
道
判
の
一
節
を
引
用
し' 

本
章
の
結
び 

に
は
浄
土
宗
血
脈
の
祖
師
の
一
人
に
曇
鸞
の
名
を
挙
げ
る
。
元
久
元
年(

一
ニ
〇
四)

の
念
仏
迫
害
の
際' 

法
然
が
聖
覚
に
記
さ
せ
て
山
門 

に
送
っ
た
と
い
う
『
登
山
状
』
に
は
、

「曇
鸞
法
師
と
申
せ
し
人
こ
そ
、
仏
法
の
底
を
き
は
め
た
り
し
」
と
讃
え
て
、
曇
鸞
の
生
涯
を
記 

し
、

「す
べ
て
薄
地
の
凡
夫
、
弥
陀
の
浄
土
に
生
ま
れ
ん
事
、
他
力
に
あ
ら
ず
ば
皆
道
断
へ
た
る
べ
き
事
也
」
と
他
力
を
顕
揚
し
て
い
る
。
 

ま

た

『
念
仏
往
生
要
義
抄
』

の
な
か
で' 

法
然
は
他
力
に
つ
い
て
、

喩
え
ば
、
麒
麟
の
尾
に
つ
き
た
る
蠅
の
、
ひ
と
は
ね
千
里
を
か
け
り
、
輪
王
の
御
行
に
あ
ひ
ぬ
る
卑
夫
の
、

一
日
に
四
天
下
を
め
ぐ 

る
が
如
し
。
是
れ
を
他
力
と
申
す
也
。
又
大
き
な
る
石
を
船
に
入
れ
つ
れ
ば' 

時
の
ほ
ど
に
む
か
ひ
岸
に
と
づ
く
が
如
し
。
全
く
是 

れ
は
石
の
力
に
は
非
ず
。
船
の
力
な
り
。
其
れ
が
様
に
、
我
等
が
力
に
て
は
な
し
。
阿
弥
陀
仏
の
御
ち
か
ら
也
。
是
れ
す
な
は
ち
他 

力
な
り
。

と
、
譬
喩
に
よ
っ
て
他
力
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
第
六
巻
に
よ
れ
ば
、
法
然
は
、
善

導

の

「
一
心
専
念
弥
陀
名
号' 

行
住
坐
臥
不
問
時
節
久
近
念
々
不
捨
者
、
 

是
名
正
定
業' 

順
彼
仏
願
故
」(

『観
経
疏
』
散
善
義)

の
一
節
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
回
心
し
、
と

り

わ

け

「
順
彼
仏
願
故
の
文
深
く
魂
に 

そ
み
、
心
に
と
ど
め
た
る
な
り
」
と
伝
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
そ
の
法
然
に
と
っ
て
、
他
力
の
救
済
を
説
く
曇
鸞
は
、

「
順
彼
仏
願
故
」

の 

精
神
を
教
え
た
善
導
の
先
蹤
を
な
す
第
一
人
者
で
あ
っ
た
。
他
力
の
教
学
が' 

法
然
に
重
い
意
味
を
も
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
た
こ
と
は
疑



い
え
な
い
。
ま
た
当
時
の
法
然
の
吉
水
教
団
に
お
い
て
、

「
他
力
」
は
広
く
流
布
し
た
共
通
語
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
法
然
門 

下
の
聖
覚
や
隆
寛
の
著
述
に
は' 

し
ば
し
ば
他
力
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

親
鸞
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

法
然
門
下
の
吉
水
時
代
の
学
習
記
録
と
さ
れ
る
『
観
無
量
寿
経
集
註
』(
裏
書)

に
は
、

す
で
に 

『
論
註
』(

巻
上)

身
業
功
徳
の
文
か
ら
、
そ
の
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
時
期
、
親
鸞
は' 

圧
倒
的
な
善
導
教
学
の
影
響
下 

に
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
『
集
註
』

の
内
容
が
ほ
と
ん
ど
善
導
の
著
述
の
引
用
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と' 

ま
た
当
時
の
親
鸞
の
名
が
善 

導
の
一
字
を
と
っ
た
「善
信
」
で
あ
る
こ
と' 

な
ど
か
ら
も
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

若
き
親
鸞
は
、
 

善

導.

法
然
の
救
済
論
に
明
る
い
光
を
見
い
出
し
た
。
善
導
教
学
の
学
び
は
生
涯
続
い
て
ゆ
く
が' 

承
元
の
法
難
に
よ 

る
越
後
の
配
流
地
で
の
生
活
は
、
親

鸞

の

「我
が
信
念
」
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
し' 

浄
土
教
学
の
理
解
を
さ
ら
に
豊
か
に
し
て
い
っ
た
。
 

雪
深
い
辺
境
で
の
血
の
滲
む
よ
う
な
労
苦
の
毎
日
の
な
か
で
、
本
願
の
大
悲
の
教
言
が
、
天
啓
の
福
音
と
し
て
謝
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
 

自
力
無
効
と
説
く
善
導
の
「機
の
深
信
」
の
真
実
が
深
々
と
頷
か
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
と
同
時
に' 

こ
の
困
苦
の
体
験
の
な
か
で
、
親
鸞
は
、
曇

鸞

の

『
論
註
』
を
眼
を
見
張
る
想
い
で
再
読
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
流 

罪

後

の

「親
鸞
」

の
名
告
り
は' 

か
れ
が
曇
鸞
教
学
に
い
か
に
大
き
な
精
神
的
影
響
を
受
け
た
か
を
暗
示
す
る
。
越
後
の
大
自
然
の
な
か 

で
の
生
活
は
、
人
間
の
小
さ
な
は
か
ら
い
で
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
巨
大
な
力
の
存
在
を
実
感
さ
せ
た
。

こ
の
こ
と
は' 

親
鸞
が
曇
鸞 

の

「
他
力
の
教
学
」

へ
と
見
開
か
れ
る
重
要
な
誘
因
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

不
可
思
議
の
願
海
こ
れ
を
他
力
と
申
す
な
り
。(

『浄
土
三
経
往
生
文
類
』)

「転
ず
」
と
い
ふ
は
、
罪
を
消
し
失
は
ず
し
て
善
に
な
す
な
り
。
よ
ろ
ず
の
水
大
海
に
入
り
ぬ
れ
ば
、
即
ち
潮
と
な
る
が
如
し
。

(

『唯
信
鈔
文
意
』) 

親
鸞
配
流
の
地
と
さ
れ
る
国
府
は
、
日
本
海
に
面
し
て
い
る
。

日
頃
浜
辺
に
出
て
海
に
接
す
る
機
会
の
少
な
く
な
か
っ
た
親
鸞
は
、
濁 

水
を
浄
水
に
転
じ
、

一
味
に
同
化
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
海
の
力
用
を
眺
め
な
が
ら
、
他

力

の

「転
成
の
論
理
」
に
想
い
を
馳
せ
た
の
で



は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
と
と
も
に
、
辺

境

の

「う
み
・
か
わ
に' 

あ
み
を
ひ
き
、

つ
り
を
し
て
世
を
わ
た
る
も
の
」 

「
野
や
ま
に
し
ゝ
を
か
り
、
と
り
を 

と
り
て
、

い
の
ち
を
つ
ぐ
と
も
が
ら
」 

「あ
き
な
ゐ
を
し
、

田
畠
を
つ
く
り
て
す
ぐ
る
ひ
と
」(

『
歎
異
抄
』
第
十
三
章)

と
生
活
を
共
に
営 

む
な
か
で
、
自
然
の
恵
み
の
豊
か
さ
を
想
い' 

人
間
的
生
存
の
共
同
性
を
想
い
、
そ
こ
に
他
力
の
思
想
が
二
重
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は 

な
い
で
あ
ろ
う
か
。

親
鸞
の
越
後
時
代
は
、
内
観
の
時
代
と
い
わ
れ
る
。
恐
ら
く
親
鸞
に
、
他
力
の
世
界
は
、
自
然
の
営
み
、
千
古
不
変
の
人
間
の
大
地
的 

生
の
背
後
に
透
視
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
人
間
的
生
存
の
根
源
に
は
、
大
い
な
る
自
然
の
力
が
働
ら
い
て
い
る
。
し
か
し
自
然
の
力
は. 

そ
れ
自
身
、
私
た
ち
人
間
に
は
つ
い
に
汲
み
つ
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
秘
密
で
あ
る
。
他
力
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

「他
力
不
思
議 

に
い
り
ぬ
れ
ば
、
義
な
き
を
義
と
す
と
信
知
せ
り
」(

『
正
像
末
和
讃
』)

と
歌
わ
れ
る
よ
う
に
、
 

他
力
の
不
思
議
は' 

自
力
の
分
別
で
は
計 

り
え
な
い
。
た
だ
仏
言
に
信
知
さ
れ
る
「秘
密
の
力
」
で
あ
る
。

他
力
と
言
ふ
は' 

如
来
の
本
願
力
也
。(

『
教
行
信
証
』
行
巻)

親
鸞
は
、
他
力
釈
に
あ
え
て
右
の
よ
う
に
記
し
た
。
そ
れ
は' 

相
対
的
な
他
力
観
へ
陥
る
者
へ
の
配
慮
か
ら
で
あ
っ
た
。
他
力
の
「他
」
 

と
は
、
自
他
と
並
び
称
す
る
と
き
の
「
他
」
で
は
な
く
、
自
力
と
全
く
質
を
異
に
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
「他
」
な
の
で
あ
る
。

こ
こ 

に

「
言
一
一
他
力
一
者
、
 

如
来
本
願
力
也
」
と
そ
の
根
元
的
意
味
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

天
地
の
自
然
は
、

一
糸
と
し
て
乱
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
も
と
に
生
き
る
一
切
の
生
命
を
治
め
る
べ
き
と
こ
ろ
に
治
め
て
ゆ
く
。
そ
の 

自
然
の
摂
理
を
一
つ
の
有
効
な
鏡
と
し
て
、
親
鸞
は
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
自
力
を
捨
て
て
、
如
来
の
本
願
力
に
帰
す
る
と
き
、
衆
生
は
何 

の
努
力
も
な
く
治
ま
る
と
こ
ろ
に
治
ま
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
本
願
他
力
の
道
理
を
見
出
し
た
。

一
切
の
自
力
の
は
か
ら
い
を
捨
て
て
、
願 

力
に
乗
托
し
て
生
き
よ
、
と
い
う
浄
土
の
宗
義
は
、
自
力
無
効
の
危
機
の
現
実
を
生
き
る
こ
の
越
後
に
お
い
て
、
教
理
で
は
な
く'

現
実 

の
生
活
を
生
き
る
た
め
の
智
恵
と
な
っ
た
。



三

願

力

と

業

力

他
力
に
帰
す
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

『
歎
異
抄
』
や
そ
の
他
の
和
語
の
註
釈
、
消
息
類
を
見
る
限
り
、
親
鸞
は
、
 

一
点
の
迷
い
も
な
く
他
力
に
乗
托
し
尽
し
た
念
仏
者
の
姿
を
我
々
の
脳
裡
に
焼
き
つ
け
る
。
だ
が
そ
れ
は
晚
年
の
述
懐
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 

青
壮
年
期
の
親
鸞
は' 

他
力
に
帰
し
た
の
ち
も' 

や
は
り
自
力
の
執
心
の
根
深
さ
に
驚
愕
し
た
の
で
あ
る
。

『
恵
信
尼
消
息
』
第
五
通
に
は
、

ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
寛
喜
三
年(

一
二
三
一)

四
月
十
四
日
、
風
邪
を
ひ
い 

た
親
鸞
は
、
床
に
臥
し
な
が
ら
『
大
経
』
を
読
誦
し
、
眼
を
ふ
さ
げ
ば
、
経
典
の
文
字
が
一
字
残
ら
ず
浮
ん
で
き
た
。

こ
れ
は
不
思
議
な 

こ
と
だ
と
よ
く
考
え
て
み
た
ら
、
こ
の
時
か
ら
十
七
、
八
年
の
昔
、
建
保
二
年
四
十
二
歳
の
頃' 

佐
貫
と
い
う
と
こ
ろ
で
衆
生
利
益
の
た 

め
三
部
経
千
部
読
誦
を
発
願
し
、
名
号
の
他
に
何
が
不
足
で
経
を
誦
す
る
の
か
と
反
省
さ
れ
て
、
こ
れ
を
中
止
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
が 

想
い
出
さ
れ
た
。
そ
の
自
力
の
執
心
が
、

い
ま
に
至
る
ま
で
残
滓
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る-
-

と
。

こ
れ
が
そ
の
回
想
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
自
力
の
執
心
と
は
、
人
間
の
底
に
ひ
そ
む
牢
固
な
エ
ゴ
意
識
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ 

で

「
自

力

」
と
は
、
「自
我
力
」
に
他
な
ら
な
い
。
承
知
の
よ
う
に
、
親
鸞
は
、
『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
に
お
い
て
、
二
十
願
の
問
題
、 

雑
行
雑
心
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
ま
た
消
息
類
で
は
、
「
他
力
の
な
か
の
自
力
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
ら 

は
、
信
仰
に
お
け
る
自
我
力
の
障
碍
の
問
題
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
障
碍
を
突
破
す
る
と
こ
ろ
に
、
他
力
信
仰
の
最
大
の
難
関
が
あ
る
。
 

信
仰
を
障
碍
す
る
力
は
多
様
で
あ
る
。

い

ま

『
歎
異
抄
』

に
は
、
自
我
力
の
障
碍
の
問
題
は
、
直
接
に
は
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
よ
う 

に
み
え
る
が
、
第
十
一
章
以
下
の
異
義
の
批
判
は
、
こ
の
問
題
と
も
関
連
し
て
い
よ
う
。
障
碍
と
い
う
こ
と
に
関
し
て' 

『
歎
異
抄
』

の 

な
か
で
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
、
念
仏
者
の
心
の
内
奥
に
渦
巻
い
た
何
か
し
ら
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
力
の
働
ら
き
に
つ
い
て
で
あ
る
。
 

本
書
は
、

鎌
倉
幕
府
や
在
地
権
力
者
に
よ
る
障
碍
、

南

都

・
北
嶺
な
ど
の
寺
社
勢
力
の
障
碍
な
ど
に
つ
い
て
は
語
る
こ
と
が
な
い
。(
添 

え
書
の
「
流
罪
記
録
」
は
、
原
著
に
記
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。)

む
し
ろ
本
書
に
語
ら
れ
る
の
は
、
念
仏
者
の
心
の
中
に
跳
梁
す



る
内
在
的
勢
力
で
あ
る
。
そ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
力
は
、
人
々
の
心
の
中
に
わ
だ
か
ま
り
、
測
り
知
れ
な
い
強
制
力
を
も
っ
て
抑
圧
し
た
。
 

そ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
力
は' 

業
力
と
も
闇
の
力
と
で
も
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

そ
れ
は
、
た

と

え

ば

「
天

神

・
地
祇
、
魔
界
・
外
道
の
障
碍
」
で
あ
り
、

「煩
悩
の
興
盛
」
で
あ
り
、

「宿
業
の
も
よ
ほ
し
」
で
あ
り
、
 

「病
悩
苦
痛
」
で
あ
っ
た
。
冥
界
、
罪
障
性' 

業
報
、
死
苦:

：:

な
ど
闇
の
力
へ
の
畏
怖
心
は
、
人
々
の
心
を
把
え
て
離
さ
な
か
っ
た
。
 

そ
こ
か
ら
宗
教
は
、
呪
術
・
禁
忌
・
罪
福
信
、
な
ど
へ
傾
斜
し
て
ゆ
く
。
念
仏
者
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
畏
怖
心
は
、
様
々
な
異
義 

が
発
生
す
る
温
床
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
誓
願
不
思
議
か
名
号
不
思
議
か
」(

第
十
一
章)

、
「学
問
の
要
不
要
」(

第
十
二
章)
'

「持
戒
の 

有
無
」(

第
十
三
章)

、

「施
入
物
の
多
少
」(

第
十
七
章)

な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、
東
国
の
親
鸞
門
侶
の
間
に
湧
き
上
っ
た
信
仰
の
迷
い
は
、
裏 

か
ら
み
れ
ば
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
力
の
強
大
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

本
願
他
力
の
信
仰
に
帰
し
な
が
ら
、
迷
い
の
闇
は
つ
ね
に
信
仰
者
を
襲
っ
て
く
る
。
願
力
が
強
け
れ
ば
、
信
力
も
強
い
は
ず
で
あ
る
。
 

光
は
闇
に
打
ち
克
つ
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
力
に
牽
か
れ
て
闇
か
ら
闇
に
転
落
し
て
ゆ
く
人
生
の
現
実
に
直
面
す
る
と
き
、
 

信
仰
は
揺
れ
る
。
願
力
は
は
た
し
て
業
力
を
凌
駕
す
る
か
。

こ
れ
は
、
真
面
目
な
信
仰
者
が
ひ
と
し
く
直
面
す
る
危
機
で
あ
る
。
す
で
に 

は
や
く
曇
鸞
は
、

「称
名
し
憶
念
す
る
こ
と
あ
れ
ど
も
、
無
明
由
存
し
て
所
願
を
満
て
ざ
る
は
何
」
(

『
論
註
』
巻
下
起
観
生
信
章)

と
、
 

問
い
を
提
出
し
た
が
、

こ
の
問
い
は
、
日
本
の
念
仏
者
の
間
で
も
起
っ
た
問
い
で
あ
る
。

聖

覚

は

『
唯
信
鈔
』

の
な
か
で
、
世
間
の
人
々
が
、
た
と
え
弥
陀
の
願
力
を
た
の
ん
で
極
楽
に
往
生
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、
業
力
が
強 

い
た
め
に
浄
土
に
往
生
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
不
安
を
懐
い
て
い
る
状
態
に
つ
い
て
問
い
を
出
し
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
 

も
し
業
力
が
強
け
れ
ば
、
わ
れ
ら
は
、
 

人
間
界
に
生
を
享
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う' 

人
間
界
に
生
ま
れ
た
の
は' 

前
世
に
五
戒 

を
修
し
た
と
い
う
因
縁
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
念
仏
は
弥
陀
の
本
願
に
た
ま
わ
る
善
根
で
あ
り
、
五
戒
の
少
善
と
は
比
較
に
な 

ら
な
い
、
わ
れ
ら
の
悪
業
は
少
し,
も
往
生
の
障
り
に
な
ら
な
い
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
、
——

と
。

『
歎
異
抄
』
第
九
章
に
お
け
る
唯
円
と
親
鸞
の
問
に
か
わ
さ
れ
た
問
答
も
、
こ
の
願
力
と
業
力
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考



え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
唯
円
は
、
親
鸞
に
尋
ね
る
。

念
仏
ま
ふ
し
さ
ふ
ら
へ
ど
も' 

踊
躍
歓
喜
の
こ
ゝ
ろ
お
ろ
そ
か
に
さ
ふ
ら
ふ
こ
と
、 

ま
た
い
そ
ぎ
浄
土
へ
ま
ひ
り
た
き
こ
、
ろ
の
さ 

ふ
ら
は
ぬ
は
、

い
か
に
と
さ
ふ
ら
う
べ
き
こ
と
に
て
さ
ふ
ら
う
や
ら
ん
。

と
。

こ
の
疑
問
に
対
し
て
、
親
鸞
は
答
え
る
。

親
鸞
も
こ
の
不
審
あ
り
つ
る
に
、
唯
円
房
お
な
じ
こ
ゝ
ろ
に
て
あ
り
け
り
。
よ
く-
—

案
じ
み
れ
ば
、
天
に
お
ど
り
地
に
お
ど
る
ほ 

ど
に
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
と
を
、
よ
ろ
こ
ば
ぬ
に
て
、

い
よ'
'
^

-

往
生
は
一
定
と
お
も
ひ
た
ま
ふ
な
り
。
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
ゝ
ろ
を
お 

さ
へ
て
、
よ
ろ
こ
ば
ざ
る
は
煩
悩
の
所
為
な
り
。
し
か
る
に
、
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て' 

煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
る 

こ
と
な
れ
ば
、
他
力
の
悲
願
は' 

か
く
の
ご
と
し
。
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
て
、
い
よ-
—

-

た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
。
 

弥
陀
の
本
願
は
、
す
で
に
衆
生
の
煩
悩
を
見
透
し
て
発
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
煩
悩
具
足
の
身
た
る
私
を
憐
ん
で
立
て
ら
れ
た
大
悲 

の
願
を
か
え
っ
て
、
私
は
頼
も
し
く
想
う
の
で
あ
る
、
と
。

こ
の
言
葉
に
は
、
し
み
じ
み
と
し
た
心
の
響
き
が
あ
る
。

こ
こ
で
の
親
鸞
の 

人
情
の
機
微
を
尽
し
た
答
え
は
、
ま
だ
続
く
の
で
あ
る
が
、
き
わ
め
て
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
こ
の
回
答
に
、
親
鸞
の
他
力
の
信
の
真
骨
頂 

が
あ
る
。
親
鸞
は
、
願
力
の
確
か
さ
を
想
う
て' 

業
力
の
強
さ
を
思
い
煩
う
な
と
言
い
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
九
章
の
こ
の
問
答
は' 

第
十
三
章
の
問
答
と
呼
応
し
て
い
る
。
本
章
の
問
答
の
引
用
は
さ
し
控
え
る
が' 

『
歎
異
抄
』

の
著
者
は
、
 

そ
の
問
答
を
記
し
た
あ
と
で
、

さ
れ
ば
よ
き
こ
と
も
あ
し
き
こ
と
も
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て
、
ひ
と
へ
に
本
願
を
た
の
み
ま
ひ
ら
す
れ
ば
こ
そ
、
他
力
に
て
は
さ
ふ 

ら
へ
。

と
結
ん
で
い
る
。
業
報
の
前
に
自
己
力
は
無
力
で
あ
る
。
凡
夫
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
業
縁
に
よ
っ
て
翻
弄
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
他
力
の
世 

界
を
感
覚
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
他
力
は
現
に
働
ら
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
力
に
乗
托
し
て
歩
む
道
こ
そ' 

念
仏
の
一 

筋
道
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
そ
の
一
筋
の
念
仏
の
道
を' 

妻
子
を
伴
っ
た
宿
業
の
生
活
の
な
か
に
歩
ん
で
い
っ
た
。



四
願
力
住
持
の
仏
道

親
鸞
の
言
葉
の
す
べ
て
に
は
「他
力
」

の
精
神
が
輝
い
て
い
る
。
親
鸞
に
お
い
て
、
他
力
は
、
中
心
の
力
で
あ
り
、
精
神
生
活
の
原
起 

力
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
他
力
を
生
き
る
生
活
こ
そ
、
仏
教
の
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
、
オ
メ
ガ
で
あ
っ
た
。
信
心
も
念
仏
も
、

「
他
な
る 

わ
ざ
」
と
し
て
の
他
力
に
た
ま
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
他
力
は
公
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故' 

こ
れ
を
私
有
化
し
よ
う
と
す
る
一
点
の 

は
か
ら
い
も
他
力
を
誤
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
私
た
ち
に
こ
の
こ
と
だ
け
を
ま
つ
す
ぐ
に
語
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。 

弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
せ
て
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
、
念
仏
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ
こ
ゝ
ろ
の
お 

こ
る
と
き
、
す
な
は
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
づ
け
し
め
た
ま
ふ
な
り
。
(

第
一
章)

親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
、
 

別
の
子
細
な
き
な
り
。
念
仏
は
、
ま
こ
と
に
浄
土
に
む
ま
る
ゝ
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
ら
ん
、
ま
た
地
獄
に
お
っ
べ
き
業
に
て
や
は
ん 

べ
る
ら
ん
。
惣
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
(

第
二
章)

自
力
作
善
の
ひ
と
は
、
ひ
と
へ
に
他
力
を
た
の
む
こ
ゝ
ろ
か
け
た
る
あ
ひ
だ
、
弥
陀
の
本
願
に
あ
ら
ず
。
し
か
れ
ど
も
、
自
力
の
こ 

ゝ
ろ
を
ひ
る
が
へ
し
て
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
れ
ば
、
真
実
報
土
の
往
生
を
と
ぐ
る
な
り
。
(

第
三
章) 

浄
土
の
慈
悲
と
い
ふ
は
、
念
仏
し
て
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
、
大
慈
大
悲
心
を
も
て
、
お
も
ふ
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
を
い
ふ
べ 

き
な
り
。
(

第
四
章)



た
だ
自
力
を
す
て
ゝ
、

い
そ
ぎ
さ
と
り
を
ひ
ら
き
な
ば' 

六

道

・
四
生
の
あ
ひ
だ
、

い
づ
れ
の
業
苦
に
し
づ
め
り
と
も
、
神
通
方
便 

を
も
て
、
ま
づ
有
縁
を
度
す
べ
き
な
り
。
(

第
五
章)

わ
が
は
か
ら
ひ
に
て
、

ひ
と
に
念
仏
を
ま
ふ
さ
せ
さ
ふ
ら
は
ば
こ
そ
、
弟
子
に
て
も
さ
ふ
ら
は
め
、
弥
陀
の
御
も
よ
ほ
し
に
あ
づ
か 

て
念
仏
ま
ふ
し
さ
ふ
ら
う
ひ
と
を
、
わ
が
弟
子
と
ま
ふ
す
こ
と
、
き
は
め
た
る
荒
涼
の
こ
と
な
り
。
(

第
六
章) 

念
仏
者
は
无#

の
一
道
な
り
。
(

第
七
章)

念
仏
は
行
者
の
た
め
に
非
行
・
非
善
な
り
。:

：:

ひ
と
へ
に
他
力
に
し
て
自
力
を
は
な
れ
た
る
ゆ
へ
に
、
行
者
の
た
め
に
は
非
行
・
 

非
善
な
り
と
。
(

第
八
章)

し
か
る
に
、
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
他
力
の
悲
願
は
、
か
く
の
ご
と
し
。
 

わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
て' 

い
よ
-
'—

-
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
。
(

第
九
章) 

念
仏
に
は
无
義
を
も
て
義
と
す' 

不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の
ゆ
へ
に
。
(

第
十
章) 

右
は
、
親

鸞

の

「
お
ほ
せ
」

の
断
片
を
恣
意
的
に
切
り
取
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
老
親
鸞
の
口
か
ら
洩
れ
た
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
な 

に
か
不
思
議
な
力
に
満
ち
て
い
る
。
想
え
ば' 

こ
の
言
葉
は
、
他
力
の
世
界
か
ら
流
れ
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
力
の
精
神
が
、
わ 

が
身
の
上
に
実
を
結
び
、
現
成
し
た
最
も
明
白
な
型
、
そ
れ
が
念
仏
で
あ
っ
た
。
親
鸞
は
、
念
仏
に
自
か
ら
の
生
の
拠
点
を
置
い
て
生
き



て
ゆ
く
。
念
仏
と
い
う
一
点
に
、
他
力
の
教
学
は
凝
集
さ
れ' 

そ
こ
に
他
力
の
生
活
と
な
っ
て
現
前
す
る
。

一
体
、
人
間
が
生
き
て
ゆ
く
た
め
に
は' 

力
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
力
は
、
能
力
で
あ
り
、
精
神
力
で
あ
り
、
生
活
力
で
あ
り
、
そ
の 

他
も
ろ
も
ろ
の
力
で
あ
る
。
人
間
は
、
そ
れ
ら
の
諸
力
を
た
よ
り
に
、
因
難
な
人
生
に
立
ち
向
っ
て
ゆ
く
。
だ
が
力
は
、
よ
り
大
き
な
力 

に
根
差
さ
な
い
限
り
、
別
な
大
き
な
力
に
よ
っ
て
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
う
。
力
と
力
の
葛
藤
の
中
に
生
き
る
人
間
は
、
ど
の
よ
う
な
力 

を
た
よ
り
と
す
る
と
き' 

最
も
大
き
な
力
を
発
揮
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
哲
学
の
次
元
で
、
力
の
問
題
を
探
究
し
た
人
に 

パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
い
る
。
彼
は
人
間
の
勇
気
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
存
在
論
的
意
味
づ
け
を
行
う
。
 

勇
気
と
は
、

存
在
が
無
に
あ
ら
が
っ
て
自
己
を
肯
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
:

：:

勇

気

は

〈
存
在
そ
れ
自
体
の
力
〉
、

つ
ま
り
運
命
と 

死
の
不
安
に
お
い
て
経
験
さ
れ' 

あ
る
い
は
空
虚
と
無
意
味
の
不
安
に
お
い
て
現
出
し
、

あ
る
い
は
罪
責
と
断
罪
の
不
安
の
な
か 

で
作
用
す
る
と
こ
ろ
の
「無
」

を
ば' 

超
克
す
る
よ
う
な
力
を
必
要
と
し
て
い
る
。

こ
の
三
つ
の
型
の
不
安
を
自
己
自
身
の
な
か 

へ
と
引
き
受
け
る
勇
気
は
人
間
の
自
己
に
固
有
な
力
あ
る
い
は
こ
の
世
界
が
も
つ
力
な
ど
よ
り
も
も
っ
と
大
き
な
存
在
の
力(5

2，
盘, 

に
根
差
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。(

大
木
英
夫
訳
『
生
き
る
勇
気
』
第
六
章) 

- 

人
間
的
地
平
や
地
上
的
地
平
を
超
え
た
、
「も
っ
と
大
き
な
存
在
の
力
」(

3

マ
〇
ミ
日̂

〇-
仝
一
亦)-

こ
こ
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は' 

勇
気
の 

湧
き
上
る
源
泉
を
求
め
る
。
力
は
、
根
源
的
に
大
き
な
力
に
根
差
さ
な
い
限
り
、
常
に
限
界
の
壁
に
ぶ
つ
か
る
で
あ
ろ
う
。
 

危
機
の
時
代
に
生
き
、
危
機
の
人
生
を
生
き
た
親
鸞
、
そ
し
て
親
鸞
を
「有
縁
の
知
識
」
と

仰

い

だ

『
歎
異
抄
』

の
著
者
は
、
「
他
力
」 

に
一
切
の
力
の
中
心
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て' 

勇
気
と
自
由
を
得
た
。
ま
た
、
私
た
ち
は
、
結
核
や
挫
折
の
な
か
で
最
後
ま
で
生
き
抜
い 

た
清
沢
満
之
が
「
他
力
の
救
済
」
を
叫
び
、
如

来

を

「
私
に
対
す
る
無
限
の
能
力
で
あ
る
」
と
言
い
切
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
彼
ら 

に
と
っ
て
、
逆
境
は' 

決
し
て
有
碍
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
親
鸞
も
、

『
歎
異
抄
』

の
著
者
も
、

『
歎
異
抄
』
を

「安
心
第
一
の
書
」
と 

呼
ん
だ
清
沢
師
も' 

と
も
に
有
碍
を
超
え
た
無
碍
人
の
内
景
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
。

「我
に
大
力
量
あ
り
、
風
吹
け
ば
即
ち
倒
る
」
の 

古
語
が
想
い
出
さ
れ
る
。


