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二
六

雑
感
「浄
土
の
教
言
」

廣 

瀬 

杲 

法
然
に
よ
っ
て
果
し
遂
げ
ら
れ
た
「浄
土
宗
」
独
立
の
も
つ
意
義
は
、
観
念
化
の
介
在
を
寸
分
も
許
さ
な
い
大
乗
の
仏
教
、
す
な
わ
ち 

絶
対
な
る
仏
乗
の
開
示
で
あ
り
建
立
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
、

一
代
仏
教
を
聖
道
門
と
浄
土
門
と 

の
二
つ
に
分
判
し
て
、

「
聖

道

，
浄
土
の
二
門
を
立
つ
る
意
は
、
聖
道
を
捨
て
て
浄
土
門
に
入
ら
し
め
ん
が
為
な
り
」
(
『
選
択
集
』
・
教
相 

章)

と
言
い
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
何
故
に
、
聖
道
門
と
し
て
立
て
ら
れ
た
仏
教
が
廃
捨
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い 

の
で
あ
ろ
う
か
。
立
て
て
し
か
も
廃
捨
さ
れ
る
と
い
う
、
そ
の
必
然
の
道
理
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
法 

然
は

凡
そ
此
の
聖
道
門
の
大
意
は
、
大
乗
お
よ
び
小
乗
を
論
ぜ
ず
。
此
の
娑
婆
世
界
の
中
に
於
て
、
四
乗
の
道
を
修
し
て
四
乗
の
果
を
得
。
 

四
乗
と
い
う
は
、
三
乗
の
外
に
仏
乗
を
加
う
る
な
り(

同
右)

と
、
大
胆
な
断
定
を
行
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち' 

大

乗

，
小
乗
と
い
う
、
仏
教
に
お
け
る
最
も
初
発
的
な
分
判
の
底
に
、
変
る
こ
と
な 

く
保
持
さ
れ
続
け
て
い
る
質
と
し
て
の
同
一
性
を
見
究
め
る
こ
と
を
以
て' 

そ
う
し
た
分
判
の
質
を
問
う
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
、
そ
の
う 

え
に
立
て
ら
れ
続
け
て
来
た
聖
道
仏
教
の
教
相
判
釈
が
、
人
間
の
歴
史
の
う
え
に
仏
道
と
し
て
の
普
遍
性
を
顕
示
し
得
な
か
っ
た
と
い
う



事
実
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
質
を
「
此
の
娑
婆
世
界
の
中
に
於
て
、
四
乗
の
道
を
修
し
て
四
乗
の
果
を
得
」 

よ
う
と
す
る
と
い
う
、 

そ

の

一

点
に
お
い
て
決
す
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば' 

人
間
内
的
な
関
心
に
お
け
る
修
学
を
以
て' 

人
間
で
あ 

る
こ
と
の
課
題
を
超
克
し
よ
う
と
し
、
超
克
し
得
る
と
考
え
る
と
い
う
、
自
己
な
る
存
在
へ
の
根
本
的
無
明
性
と
し
て
、
そ
の
質
を
決
定 

す
る
の
で
あ
り' 

無
明
に
お
い
て
無
明
存
在
を
超
脱
し
よ
う
と
す
る
、
決
定
的
な
無
明
性
を' 

そ
こ
に
見
据
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の 

こ
と
は
、
証

空

が

『
選
択
蜜
要
決
』

の

「巻
第
一
」
に
お
い
て

今
、
浄
土
宗
と
言
う
は
、
娑
婆
宗
に
対
し
て
浄
土
宗
と
云
う
。
之
に
依
っ
て
宗
義
に
最
も
其
の
替
り
有
り
。
謂
く
聖
道
自
力
の
娑
婆 

宗
を
以
て
は
自
力
宗
と
云
う

と
、
明
瞭
に
示
し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
法
然
に
あ
っ
て
は
、

こ
う
う
し
た
聖
道
仏
教
の
質
の
見
定
め
に
お
い
て
も
、
徹
底
し 

て
現
実
的
で
あ
る
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
声

聞

乗

，
縁

覚

乗

・
菩
薩
乗
と
呼
ば
れ
る
三
乗
教
に
あ
っ
て
は
、
向
上
性
の
う
え
に 

修
せ
ら
れ
る
学
道
の
歩
み
そ
の
も
の
が
、
お
の
づ
か
ら
に
、
自
ら
の
修
学
の
質
を
な
し
て
い
る
無
明
性
に
気
付
か
し
め
る
縁
を
、
な
お
保 

持
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
が
、

「
三
乗
の
外
に
仏
乗
を
加
う
る
な
り
」
と

述

べ

る

「仏
乗
」
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
修
学
そ
の
も
の 

ま
で
も
観
念
化
し
て
、
た
だ
戯
論
の
う
ち
に
仏
道
と
し
て
の
現
実
態
を
解
体
し
尽
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
決
定
的
な
非
仏
教
化
が
行
な
わ 

れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
に
非
仏
道
で
あ
る
が
故
に
、
精
緻
を
極
め
得
る
教
理
仏
教
が
、
自
ら
を
仏
乗
と
名
乗
り
誇 

示
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
大
乗
な
る
仏
道
の
現
成
を
障
碍
す
る
、
と
見
究
め
る
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
、
大
乗
な
る
仏
道
の
現
成
を
障
碍
す
る
も
の
、
そ
れ
が
、
仏
乗
で
あ
る
こ
と
を
誇
示
す
る
聖
道
の
仏
教
で
あ
る
と
い
う
現
実
態 

を
、
非
妥
協
的
に
見
据
え
つ
つ
、
人
間
内
的
な
関
心
に
よ
る
い
か
な
る
教
道
か
ら
も
無
縁
で
し
か
な
い
今
日
を
生
き
る
無
告
の
大
衆
の
、
 

絶
望
的
慟
哭
を
聞
き
と
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
こ
に
、
真
に
大
乗
な
る
仏
教
、

一
乗
な
る
仏
道
の
成
就
さ
る
べ
き
必
然
の
場
を' 

は
っ
き 

り
と
見
定
め
た
の
が
法
然
で
あ
っ
た
。
人
間
内
的
な
関
心
事
と
し
て
人
間
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
に
は
、
人
間
を
救
済
す 

雑
感
「浄
土
の
教
言
」 

三
二
七



三
二
ハ 

る
必
然
性
は
あ
り
得
な
い
。
必
然
性
な
く
し
て
仏
教
の
大
乗
性
を
主
張
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
虚
偽
で
あ
る
。
し
か
も
、

こ
の
よ
う
な
事 

実
は
、
決
し
て
情
況
的
な
こ
と
と
し
て
の
み
、
そ
う
で
あ
る
の
で
は
な
く'

い
か
な
る
情
況
の
下
に
お
い
て
も' 

こ
の
事
実
は
変
る
こ
と 

は
な
い
と
い
う
、

一
切
の
夢
想
を
払
い
切
っ
た
人
間
凝
視
に
お
い
て
、
聖
道
仏
教
と
訣
別
し
、
浄
土
宗
を
建
立
し
た
人
、
そ
れ
が
、
法
然 

で
あ
る
。
従
っ
て' 

聖
道
・
浄
土
二
門
の
廃
立
と
は
、
仏
教
に
お
け
る
二
つ
の
在
り
方
を
相
対
化
し
て
、
そ
の
一
つ
か
ら
他
の
一
つ
へ
移 

行
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
仏
教
の
質
を
歴
史
の
現
実
の
た
だ
中
に
お
い
て
問
い
正
し' 

そ
こ
に' 

仏
道
と
非
仏
道
と
を
決
着
づ
け
る
変
革 

で
あ
り' 

そ
れ
故
に
、
大
乗
な
る
仏
道
の
独
立
で
あ
り
開
示
な
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
に
立
っ
て
、
親

鸞

は

「
大
乗
の
な
か
の
至
極
な
り
」
 

(

末
燈
鈔)

と
頷
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
、

こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、

「浄
土
宗
」
と
名
乗
る
仏
教
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
然
は 

正
し
く
往
生
浄
土
を
明
す
の
教
と
い
う
は
、

三
経
一
論
是
な
り
。

三
経
と
い
う
は
、

一
に
は
無
量
寿
経
、

二
に
は
観
無
量
寿
経
、
 

三
に
は
阿
弥
陀
経
な
り
。

一
論
と
い
う
は
、
天
親
の
往
生
論
是
な
り
。
或
は
此
の
三
経
を
指
し
て
浄
土
の
三
部
経
と
号
す
な
り(
『
選 

択
集
』-

教
相
章)

と
、
端
的
に
明
示
す
る
。
す
な
わ
ち
法
然
が
「浄
土
宗
」
と
し
て
開
示
し
た
仏
道
と
は
、
ま
さ
し
く
、
浄
土
の
三
経
と
浄
土
の
一
論
の
仏 

事
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
は
既
に
遠
く
曇
鸞
に
よ
っ
て

無
量
寿
は
是
れ
安
楽
浄
土
の
如
来
の
別
号
な
り
。
釈
迦
牟
尼
仏
王
舎
城
及
び
舎
衛
国
に
ま
し
ま
し
て
、
大
衆
の
中
に
し
て
、
無
量
寿 

仏
の
荘
厳
功
徳
を
説
き
た
ま
え
り
。
即
ち
仏
の
名
号
を
以
て
経
の
体
と
為
す
。
後
の
聖
者
婆
数
槃
頭
菩
薩
、
如
来
大
悲
の
教
を
服
膺 

し
て
、
経
に
傍
え
て
願
生
の
偈
を
作
れ
り
。
ま
た
長
行
を
造
り
て
重
ね
て
梵
言
を
釈
す(

『浄
土
論
註
』
，
上
巻) 

と' 

指
教
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
、
宗
と
な
る
仏
教' 

人
間
を
平
等
に
、
そ
し
て
、
具
体
的
に
救
済
す
る 

大
乗
の
仏
道
と
し
て
開
示
し
た
の
は
法
然
で
あ
る
。



三
経
一
論
の
仏
事
、
そ
れ
は
、

「娑
婆
宗
」
と
し
て
の
人
間
内
的
行
事
で
は
な
く
、
娑
婆
を
自
己
と
す
る
人
間
を
し
て' 

そ
の
宗
を
平 

等
に
浄
土
な
る
如
来
の
カ
用
に
仰
が
し
め
る
仏
の
行
事
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
仏
事
を
、
阿
弥
陀
の
本
願
と
そ
の
成
就
、
と
呼
ぶ
の
で
あ 

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
阿
弥
陀
の
本
願
の
仏
教
、
そ

れ

が

「浄
土
の
三
部
経
」
で
あ
り
、
そ
の
成
就
を
生
き
る
新
し
き
人
間
の
表
白
、
そ
れ 

が

「
天
親
の
往
生
論
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
一
言
に
し
て
言
い
切
る
な
ら
ば
、
人
間
を
し
て
往
生
人
た
ら
し
む
る
仏
事
で
あ
る
。
 

そ
れ
故
に
、
往
生
人
た
ら
し
め
ら
れ
た
存
在
に
と
っ
て
、
大
乗
の
仏
教
と
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
の
教
え
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
き' 

親

鸞

が

「浄
土
の
三
部
経
」
を

斯
の
三
経
は
則
ち
大
聖
の
自
説
な
り(

『教
行
信
証
』
・
化
身
土
巻)

と
確
か
め
、
 

そ
の
内
実
を

三
経
の
真
実
は
選
択
本
願
を
宗
と
為
す
な
り
。
ま
た
三
経
の
方
便
は
、
即
ち
是
れ
諸
の
善
根
を
修
す
る
を
要
と
為
る
な
り(

同
右) 

と
示
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
深
さ
を
思
う
。
真
実
が
、

「諸
の
善
根
を
修
す
る
」

こ
と
を
以
て
善
な
る
生
き
方
と
す
る
人
間
の
意
識
的
行
為 

を
、
そ
の
ま
ま
に
方
便
と
す
る
。

い
か
な
る
こ
と
の
為
の
方
便
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
人
間
の
意
識
的
行
為
の
無
根 

拠
性
へ
の
覚
醒
を
う
な
が
さ
ん
が
為
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
と
し
て
の
作
善
意
欲
を
方
便
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
で
あ
る
こ 

と
を
十
全
に
知
ら
し
め
る
真
実
の
カ
用
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
の
外
に
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
を
方
便
と
し
て
人
間
を
明
ら 

か
に
す
る
真
実
、
そ
れ
が' 

阿
弥
陀
の
選
択
本
願
で
あ
る
。

こ
う
し
た
具
体
的
事
実
を
、
人
間
に
お
け
る
歴
史
の
現
実
の
た
だ
中
に
、

っ 

ね
に
今
日
の
事
と
し
て
証
す
る
「浄
土
宗
」
な
る
大
乗
の
仏
事
を
、
親
鸞
は
ま
た 

浄
土
宗
の
な
か
に
、
真
あ
り
仮
あ
り
。
真
と
い
う
は
、
選
択
本
願
な
り
。
仮
と
い
う
は' 

定
散
ニ
善
な
り
。
選
択
本
願
は
浄
土
真
宗 

な
り
。
定
散
二
善
は
方
便
仮
門
な
り
。
浄
土
真
宗
は
大
乗
の
な
か
の
至
極
な
り(

『末
燈
鈔
』) 

と
確
か
め
る
と
と
も
に
、
 

そ

の

「
大
乗
の
な
か
の
至
極
」
な

る

「浄
土
真
宗
」
を 

雑
感
「浄
土
の
教
言
」
 

三
二
九



=
=
-
0
 

門
余
と
言
う
は
、
門
は
即
ち
八
万
四
千
の
仮
門
な
り
。
余
は
則
ち
本
願
一
乗
海
な
り(

『教
行
信
証
』
・
化
身
土
巻) 

と
し
て' 

明
確
に
位
置
付
け
て
い
る
。
唯
仏
一
道
の
み
が
人
間
の
成
仏
を
必
然
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
外
の
い
か
な 

る
人
間
関
心
内
的
な
こ
と
の
介
在
も
拒
絶
し
尽
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
決
し
て
人
間
を
拒
否
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
で
あ 

る
こ
と
の
す
べ
て
を
過
不
足
な
く
包
み
取
っ
て
自
体
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
の
力
用
で
あ
る
浄
土
真
宗
は 

信
に
知
ぬ
。
聖
道
の
諸
教
は
、
在
世
正
法
の
為
に
し
て
、
全
く
像
末
法
滅
の
時
機
に
非
ず
、
已
に
時
を
失
し
機
に
乖
け
る
な
り
。
浄 

土
真
宗
は
、
在
世
正
法
像
末
法
滅
、
濁
悪
の
群
萌
、
斉
し
く
悲
引
し
た
も
う
を
や(

同
右) 

と
、
ふ
か
ぶ
か
と
し
た
讃
嘆
を
も
っ
て
頷
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
親

鸞

は

「時
機
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、

「時
と
衆
生
」
(

『
正
像
末 

和
讃
』-

初
稿
本
・
左
訓)

と
い
う
確
か
め
を
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
観
念
化
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
、
人
間
の
生
の
事
実
へ
の
頷
き
が
示
さ 

れ
て
い
る
。
衆
生
と
し
て
時
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
、
人
間
の
生
の
事
実
で
あ
る
。
そ
の
限
り
、

こ
う
し
た
人
間
の
生
の
事
実 

に
乖
離
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば' 

人
間
の
全
き
救
済
を
約
束
す
る
資
格
は
皆
無
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の 

生
の
事
実
を
無
条
件
に
摂
し
て
、
し
か
も
、
そ
れ
を
転
じ
て
救
済
の
内
実
と
す
る
。

こ
こ
に
「真
実
方
便
の
願
」(

『教
行
信
証
』
，
化
身
土
巻) 

に

応

じ

て

「方
便
真
実
の
教
を
顕
彰
す
る
」(

同
右)

「浄
土
の
三
部
経
」
が
、
大
乗
至
極
の
経
典
と
し
て
の
位
置
を
、
確
実
に
保
持
す
る 

必
然
性
が
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

の

「浄
土
の
三
部
経
」
に
、

い
ま
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
具
体
性
を
以
て
、
大
悲
の
教
言 

を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

ま
さ
に
諦
聴
し
善
く
思
念
す
べ
き
秋
で
あ
る
。


