
機

(

二)

大 

城 

邦 

義

一

さ

き

に

私

は

『
歎
異
抄
』

第
一
条
の
冒
頭
の
言
葉
、
 

弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
往
生
を
ば 

と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
、
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ 

、
ろ
の
お
こ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず 

け
し
め
た
も
う
な
り
、

と

い

う

一

段

に

「機
」
の
成
就
の
相
を
頷
き
、
そ

こ

に

「
教
」
「
行
」 

「
証
」

が
具
備
円
満
し
て
い
る
こ
と
を
見
た
。

、弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
ー 

け

ら

れ

ま

い

ら

せ

て

往

生

を:
.

教
—
一
 

-
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
、
・

、念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た

…
亍I
!
機 



っ
こ
ゝ
ろ
の
お
こ
る
と
き
、
」

彳

『す

な

わ

ち

劉

不

捨

の

利

益

一:
.

証
」

ー
に
あ
ず
け
し
め
た
も
う
な
り
」
--

す
な
わ
ち
、

「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て 

往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
」

と
言
い
切
る
、

そ

の

「
信
」 

の

自

覚

内

容

に

「
教
」

の
事
実
を
見
、

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も 

い
た
っ
こ
ゝ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」

と
い
う
、

そ

の

「
信
」

の

「
ー
 

念
」

の

発

起

に

「
大
行
」

の
事
実
を
見
、

そ

の

「
一
念
」

に

「
す 

な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
も
う
」
と

い

う

「証
」 

を
見
た
の
で
あ
る
。

そ

の

「
教
」

「
行
」

「
証
」

の
三
法
を
具
備 

円

満

せ

る

も

の

が

本

願

の

「
機
」

の
現
実
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と 

で
あ
る
。
実
に
、

「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
」

と
い
う
、

そ
の 

「
浄
土
真
実
教
行
証
」

と
は
、

ま

さ

に

「
浄
土
真
実
の
機
」
(

本 

願
の
機)

の
内
面
を
開
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

「教
・
行
・
証
」 

の

三

法

は

「
機
」
す

な

わ

ち

「
成
就
信
」

に
あ
る
。

「
成
就
信
」 

の

内

に

「
教
・
行
・
証
」

の
三
法
は
実
働
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

何

故

な

ら

そ

の

「
信
」

は

「
聞
」

よ
り
生
れ
、

「
聞
」

に
お
い
て 

あ
る
か
ら
で
あ
る
。



前

号

で

は

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
ゝ
ろ
の
お
こ
る 

と
き
」

の

一

句

に

引

か

れ

て

「
行
(

信)

」

に
つ
い
て
領
解
を
述
べ 

た
。
す

な

わ

ち

「
念
仏
」

は

「
と
き
」

に
あ
る
と
気
づ
き
、

故
に 

そ

の

「
と
き
」

は
い
か
な
る
内
実
を
も
っ
て
い
る
か
を
確
認
し
た 

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
ゝ
そ
の
「
と 

き
」

は

「
聞
」

に

お

い

て

あ

る

「
阿
弥
陀
」

の

「
と
き
」

で
あ
り
、
 

そ

れ

は

衆

生

に

「
即
」

の
世
界
を
開
き
、
過
去/

現
在
—,

未
来
と 

流
れ

ゆ

く

時

空

感

覚

を

廻

転

し
て

「(

去
・
来)
/

現
」
と
い
う
頷 

き

を

も

た

ら

す

「
阿
弥
陀
」

の
名
告
り
で
あ
っ
た
。

「
念
仏
も
う 

さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
ゝ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」

と
は
、

「
と
き
を 

へ
ず
、

日
を
も
へ
だ
て
ぬ
」

即
時
で
あ
り

 ゝ

「
そ

の

く

ら

い(

正 

定
聚
位)

に
さ
だ
ま
り
つ
く
」

即
得
往
生
の
意
義
を
も
つ
も
の
で 

あ
っ
た
。

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
ゝ
ろ
の
お
こ
る
と 

き
」

と

い

う

「
行
信
の
一
念
」

に

「
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益 

に
あ
ず
か
る
」

と

い

う

「
証
」

が
現
働
し
て
い
る
と
述
べ
た
こ
と 

で
あ
る
。

「
即
」-
-

そ

れ

も

「
自
然
」
な

る

と

こ

ろ

に

「
阿
弥 

陀
」

の
名
告
り
が
あ
る
。

「
憶
念
弥
陀
仏
本
願
、
自
然
即
時
入
必 

定
」

と
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
ゝ
ろ
の 

お
こ

る
と
き
」
、
 

そ
れ
は
本
願
成
就
の
と
き
で
あ
り
、

そ
こ
に
、
 

十
方
恒
沙
諸
仏
如
来
皆
共
讃
歎
無
量
寿
仏
威
神
功
徳
不
可
思

議
、

諸
有
衆
生
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
至
心
廻
向
願 

生

彼

国

即

得

往

生

住

不

退

転(

大
無
量
寿
経
・
下) 

と
い
う
頷
き
が
脈
々
と
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
頷
き
が 

「
名
号
六
字
釈
」

の
母
胎
で
あ
っ
た
。

故

に

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」 

に
お
い
て
転
入
の
仏
事
が
あ
り
、

「
至
心
廻
向
」

の

一

句

が

「
至 

心
廻
向 

」

と
領
受
さ
れ
る
と
き
、

そ
こ
に
本
願
の
宗
教
の
独
立 

現
前
が
あ
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

「
至
心
廻
向
」
の

一

句

が

「
至 

心
廻
向 

」

と
領
受
さ
れ
る
と
き-
-

そ

れ

は

た

だ

「
聞
」

に
お 

い
て
あ
る
の
で
あ
り
、

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
ゝ
ろ 

の
お
こ
る
と
き
」

は

つ

ね

に

「
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け 

る
本
願
」

を
聞
く
今
現
在
に
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
今
現
在
の
生 

を

た

ま

わ

る

の

が

「
阿
弥
陀
」

の
名
告
り
に
お
い
て

生
き

る
「
た 

だ
念
仏
し
て
」

と
い
う
決
定
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。 

以
下
、
更

に

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
ゝ
ろ
の
お
こ 

る
と
き
」

と
い
う
一
点
を
憶
念
し
つ
つ
、

「
本
願
」

の
機
の
内
実 

を
見
開
い
て
ゆ
き
た
い
。

二

「
阿
弥
陀
」

は
名
告
る
。

名

告

り

に

お

い

て

「
阿
弥
陀
」

は
在 

る
。

そ

こ

に

人

は

「
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
る
」

と 

い
う
宗
教
的
生
を
成
就
す
る
。

そ
れ
は
、

「
阿
弥
陀
」

に
お
い
て



あ

る

時

を

た

ま

わ

り

「
阿
弥
陀
」
を
場
と
し
て
生
き
て
あ
る
事
実 

を
た
ま
わ
る
の
で
あ
る
。

「
弥
陀
を
た
の
め
ば
南
無
阿
弥
陀
仏
の 

主
と
な
る
」

・
「南
無
阿
弥
陀
仏
の
す
が
た
を
こ
こ
ろ
う
る
」
(

蓮 

如)

と
は
、

実

に

「
阿
弥
陀
」

に

お

い

て

「
時
」

と

「
場
」

に
目 

ざ
め
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。

「
阿
弥
陀
」

の

「
時
」
、

そ
れ
は
阿
弥
陀
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と 

し
て

衆

生

の

真

只
中
に
成
就
す

る
「
南
無
」

で
あ
る
。

そ
れ
が
同 

時

に

「
場
」

で
あ
る
。

阿

弥

陀

に

お

い

て

は

「
時
」

即

ち

「
場
」 

で
あ
る
。

「南
無
」

は
阿
弥
陀
の
時
で
あ
り
場
な
の
で
あ
る
。

「
阿 

弥
陀
」

は

「
南
無
」

の

一

点

に

「
時
」

即

「
場
」

と
し
て
表
現
し 

て
い
る
。

故

に

衆

生

は

そ

の

「
南
無
」

の

一

点

に

お

い

て

「
阿
弥 

陀
」

に
出
遇
う
、
す

な

わ

ち

「
今

，
現
在
」

に
落
在
す
る
の
で
あ 

る
。

「
南
無
」

の
一
点
に
如
来
と
衆
生
と
の
出
遇
い
が
あ
る
。

阿 

弥

陀

が

「
南
無
」

を
成
就
す
る
と
き
は
、
衆

生

が

「
南
無
」

に
自 

己
を
発
見
す
る
と
き
で
あ
る
。
す

な

わ

ち

衆

生

自

身

が

「
南
無
」 

と
な
る
、

「
南
無
」

の
名
告
り
を
自
己
と
す
る
の
で
あ
る
。

故
に 

「
南
無
」

と
は
衆
生
が
そ
の
本
来
性
と
し
て
も
っ
て
い
る
如
来
性 

に
目
ざ
め
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「南
無
」

に

お

い

て

「
阿
弥
陀
」 

を
信
る
。

「
阿
弥
陀
」
を
信
る
こ
と
は
衆
生
自
身
に
「時

」
と

「
場
」 

が

「
時
」

即

「
場
」

と
し
て
開
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は 

「
無
量
寿
」

を

現

前

一

念

に

生
き

る
が

故

に

「
無
量
光
」

に
お
い

て

あ

る

「
自
身
」

に
気
づ
く
こ
と
で
あ
る
。

「
無
量
寿
」

の
現
前 

一
念
を
生
き
る
こ
と
は
「
無
量
光
」

に

お

い

て

「
自
身
」

を
生
き 

る
こ
と
で
あ
る
。

そ

れ

が

「
南
無
」

の
一
点
に
成
就
す
る
生
で
あ 

る
。

「
阿
弥
陀
」

は

端

的

に

「南
無
」
を
成
就
し
、
衆

生

に

「南
無
」 

を
開
い
て
、
衆

生

は

そ

の

「
南
無
」

を

「
南
無
」

と
し
て
落
在
す 

る
の
で
あ
る
。

「南
無
」
は

「時
」

即

「
場
」
と

し

て

衆

生

に"

如" 

の
世
界
を
開
く
の
で
あ
る
。

そ

の

「
南
無
」

の

成

就

現

行

態

を

「
称
無
碍
光
如
来
名
」

の
ー 

点
に
見
、

「
諸

仏

称

名

之

願

蠶

蠶

磊

」

の
仏
事
を
語
っ
て
い 

る

の

が

「
行
巻
」

で
あ
る
。

「
称
名
」

の

一

事

実

に

「
南
無
」

の 

仏
事
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ

の

「
称
名
」

と

は

「
名
号
を
称
す
る 

こ
と
下
至
十
声
聞
等
に
及
ぶ
ま
で
」
(

行
巻
、
原
漢
文)

と
言
わ
れ 

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
衆
生
は
そ
の
「称
名
」 

の

一

点

に

お

い

て

「
南
無
」

に
触
れ
る
の
で
あ
る
。

「
南
無
」

が

現

成

す

る

一

点

を

「
称
名
」

に
見
、

一
切
衆
生
を 

「
諸
仏
」

と
成
す
、

そ

れ

が

第

十

七

願

・
大
悲
の
願
で
あ
る
。
第 

十

七

願

が

「
往
相
廻
向
の
願
」
(

行
巻)

と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ 

る
。

「
往
相
正
業
の
願
」(

浄
土
文
類
聚
鈔)

と
も
言
わ
れ
て
い
る
。 

第

十

七

願

は

「
称
名
」

の
仏
事
を
開
き
、

た

だ

一

切

衆

生

に

「
称 

名
」

を

「
行
」

と
し
て
開
き
、

そ

こ

に

「
南
無
」

を
成
就
せ
し
め



る
の
で
あ
る
。

そ

の

と

き

「
諸
仏
称
名
」

は
重
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
気 

づ
く
。
す
な
わ
ち
、
第

十

七

願

・

諸

仏

称

名

の

願

は

「
設
我
得
仏 

十
方
世
界
無
量
諸
仏
不
悉
咨
嗟
称
我
名
者
不
取
正
覚
」
(

大
無#

寿 

経

・
上)

と
誓
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が' 

衆

生

は

ま

ず

「
十
方
世 

界
の
無
量
の
諸
仏
」
(

諸
仏
善
知
識)

が

「
称
名
」

し
て
い
る
仏
事 

を
聞
き
、

そ
の
現
実
に
触
れ
て
、

自
ら
も
諸
仏
称
名
の
世
界
に
参 

加
す
る
の
で
あ
る
。
す

な

わ

ち

「
諸
仏
称
名
」

と
は
文
字
通
り
諸 

仏
(

善
知
識)

が

称

名

・
称

揚

，
咨
嗟
し
て
い
る
そ
の
事
実
を
い 

う
の
で
あ
り
、

同
時
に
そ
の
諸
仏
称
名
に
ふ
れ
て
諸
仏
と
成
っ
て 

い
く
十
方
無
量
の
衆
生
を
も
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ 

と
は
本
願
成
就
文
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。

「
十
方
恒
沙
諸
仏 

如
来
皆
共
讃
嘆
無
量
寿
仏
威
神
功
徳
不
可
思
議
、

諸
有
衆
生
聞
其 

名
号
」
(

大
無
量
寿
経
・
下)

と
あ
る
。

か
く
、

第
十
七
願
は
無
限 

に
諸
有
衆
生
を
諸
仏
と
な
す
、

諸
仏
を
産
み
出
す
根
本
原
理
の
用 

き
を
な
す
選
択
本
願
な
の
で
あ
る
。
第
十
七
願
の
も
つ
重
構
造
と 

は
実
に
無
限
に
諸
仏
を
生
み
出
す
運
動
態
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
 

第

十

七

願

は

「
大
行
」
を
成
就
し
つ
づ
け
る
願
、

「
南
無
」

と
い 

う
仏
事
を
成
就
し
つ
づ
け
る
願
な
の
で
あ
る
。

こ
の
本
願
成
就
文 

を
見
る
と
、

一
切
衆
生
に
「
南
無
」
を
成
就
す
る
た
め
に
開
か
れ 

て

あ

る

「
行
」

が

実

に

「
聞
其
名
号
」

と
押
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
気
づ
く
。
実

に

「
称
名
」

と

は

「
聞
其
名
号
」

の
謂
な
の
で
あ 

る
。

「
称
名
」

の

成

就

と

は

「
聞
其
名
号
」

の
成
就
で
あ
り
、

そ 

れ

が

「
南
無
」

の
成
就
、

「
大
行
」

の
成
就
な
の
で
あ
る
。
 

か
く
第
十
七
願
は
衆
生
と
諸
仏
の
世
界
を
結
ぶ
唯
一
の
願
で
あ 

り
、

故
に
衆
生
を
諸
仏
と
成
す
唯
一
の
具
体
的
道
な
の
で
あ
る
。 

第

十

七

願

に

お

い

て

「
聞
」

が
開
示
さ
れ
て
あ
り
、

そ
れ
が
次
の 

第

十

八

・

十

九

・
二

十

願

の

「
欲
生
我
国
」

を
連
動
せ
し
め
て
い 

る
こ
と
で
あ
る
。
第

十

七

願

成

就

の

「
南
無
」

は
第
十
八
願
成
就 

の

根

源

に

あ

る

「
至
心
廻
向
」

の

只

中

に

用

い
て

い

る

「
欲
生
我 

国
」
を
開
く
の
で
あ
る
。

第
十
七
願
成
就
を
く
ぐ
る
こ
と
な
く
、
 

第
十
八
願
成
就
は
な
い
、
す
な
わ
ち
自
身
を
信
る
道
は
な
い
の
で 

あ
る
。
第
十
七
願
成
就
と
は
す
な
わ
ち
教
言
と
の
出
遇
い
で
あ
る
。 

衆
生
は
法
に
直
ち
に
触
れ
る
の
で
は
な
い
。

教
え
に
お
い
て
触
れ 

る
の
で
あ
る
。

か

の

「
汝
一
心
正
念
に
し
て
直
に
来
れ
、

我
能 

く
汝
を
護
ら
ん
。
衆
て
水
火
の
難
に
堕
せ
ん
こ
と
を
畏
れ
ざ
れ
」 

(

散
善
義
，
原
漢
文)

と

の

声

を

聞

い

た

善

導

大

師

が

「
仁
者
但
決 

定
し
て
此
道
を
尋
ね
て
行
け
、

必
ず
死
の
難
無
け
ん
、
若
し
住
ら 

ば
即
ち
死
せ
ん
」
(

同
上)

と

の

「
東
岸
」

の

声
(

教
法)

と
の
出 

遇

い

に

お

い

て

「
四

・
五
寸
」

の

「
白
道
」

上
の
人
と
成
っ
た
如 

く
で
あ
る
。

東
岸
上
の
声
、
す
な
わ
ち
第
十
七
願
成
就
で
あ
る
。
 

そ
し
て
そ
の
第
十
七
願
成
就
に
お
い
て
、
白
道
上
の
人
と
成
る
、



そ

れ

を

善

導

は

「
衆
生
貧
瞋
煩
悩
中
能
生
清
浄
願
往
生
心
」

と
言 

い
切
っ
た
。

第
十
七
願
は
本
願
の
初
め
で
あ
り
、

又
終
り
を
約
す 

る
も
の
で
あ
る
。

か
く
、

第
十
七
願
は
、
第
十
八 

フ

十

九
'

一
十)

願
と
い
う 

も
の
を
開
い
て
い
く 

一
点
な
の
で
あ
る
が
、

同
時
に
第
十
七
願
の 

只
中
に
は
、

つ
ね
に
、

「
南
無
」

の
仏
事
を
成
就
せ
し
め
ん
が
た 

め
に
、

第

十

二

願

・
光
明
無
量
の
願
、
第

十

三

願

，
寿
命
無
量
の 

願
が
作
働
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
南
無
」

の
一
点
に
お
い
て
、
 

光

明

無

量

・
寿

命

無

量

の"

如"

の
世
界
に
目
ざ
め
る
と
述
べ
た 

こ
と
で
あ
る
が
、

同
時
に
、

光

明

無

量

・

寿

命

無

量

の

願

は

「
南 

無
」

の
仏
事
成
就
を
支
え
つ
づ
け
て
い
る
根
本
な
の
で
あ
る
。
 

「
た
だ
念
仏
し
て
」

と
い
う
生
の
只
中
に
、
基
本
的
に
か
く
の 

如
く
本
願
が
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
出
発
点
が
第
十
七 

願
に
あ
る
こ
と
を
身
に
沁
み
て
思
う
こ
と
で
あ
る
。
第
十
七
願
が 

ま

ず

「
選
択
本
願
」

と
言
わ
れ
る
こ
と
、

ゆ
え
あ
る
か
な
で
あ
る
。

三

た

だ

「南

無
(

阿
弥
陀
仏)

」
を
成
就
せ
し
め
る
、

そ

れ

が

「本 

願
」

の
す
べ
て
で
あ
る
。

「南

無
(

阿
弥
陀
仏)

」

の

成

就

は

「
在 

世

・
正

法

・
像

・
末

・
法

滅

・
濁
悪
の
群
萌
斉
し
く
悲
引
し
た
も 

う
」
(

化
身
土
巻
，
原
漢
文)

仏
事
の
全
現
で
あ
る
。

「
行
巻
」

は

そ

の

「
南

無(

阿
弥
陀
仏
ご
と
い
う
仏
事
成
就
の
伝
承
を
語
っ
て 

い
る
の
で
あ
る
。

今
、

そ

の

「
名
号
六
字
釈
」

は

そ

の

「
南
無 

(

阿
弥
陀
仏)

」

と
い
う
仏
事
に
出
遇
っ
た
者
の
端
的
な
る
表
現' 

領
解
で
あ
る
。

故
に
、

南
無
と
言
う
は
即
ち
是
れ
帰
命
な
り
、

亦
是
れ
発
願
廻
向
の 

義
な
り
、

阿
弥
陀
仏
と
言
う
は
即
ち
是
れ
其
の
行
な
り
、
斯 

の
義
を

以
て

の
故
に
必
ず

往
生
を

得(

行

巻

・
原
漢
文) 

と
い
う
頷
き
で
仏
教
は
尽
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
こ
か
ら 

浄
土
真
宗
の
教
学
は
展
開
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
自
身
に
成
就
し 

た

「
南

無(

阿
弥
陀
仏)

」

の
一
点
を
開
い
て
い
く
、
内
に
堀
り
下 

げ
て
い
く
の
で
あ
る
。

『
教
行
信
証
』

全
六
巻
に
わ
た
る
本
願
論 

も
そ
こ
か
ら
生
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

今
、

「
行
巻
」

の
親
鸞
自
身
の
名
号
六
字
釈
は
、
親
鸞
の
頷
き 

の
頷
き
、
自
己
確
認
と
し
て
の
頷
き
返
し
で
あ
る
。

頷
き
は
た
し 

か
に
頷
き
で
あ
り
、

文
類
の
確
か
な
意
義
も
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ 

る
が
、

し
か
し
そ
の
頷
き
が
た
だ
そ
の
頷
き
の
ま
ま
停
滞
す
る
こ 

と
は
、

即
ち
幻
想
観
念
で
あ
る
。

凝
固
し
て
し
ま
っ
た
頷
き
に
は 

宗
教
生
命
は
な
い
。

そ
れ
は
或
い
は
頷
き
の
知
識
化
で
あ
っ
た
り
、
 

頷
き
の
心
情
化
で
あ
っ
た
り
す
る
。
本
来
宗
教
に
お
け
る
頷
き
は 

「
信
」

と
言
わ
れ
る
如
く
、
知
が
頷
く
の
で
も
情
が
頷
く
の
で
も 

な
い
。
存
在
が
頷
く
の
で
あ
る
。
身
が
頷
く
の
で
あ
る
。

「
自
身



は
現
に
是
れ:

：:

」

と
い
う
如
く
で
あ
る
。

親

鸞

は

「
信
知
」

と 

言
う
。
存
在
の
頷
き
は
、
存
在
が
相
似
相
続
す
る
如
く
、

つ
ね
に 

業
縁
の
中
で
新
し
く
頷
か
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、

宗
教
に
お
け
る
頷
き
は
現
実
に
晒
ら
さ
れ
る 

中
で
そ
の
真
偽
を
問
わ
れ
、

必
ず
再
確
認
を
せ
ま
ら
れ
る
も
の
で 

あ
る
が
、

そ
の
再
確
認
に
お
い
て
表
現
が
必
然
す
る
の
で
あ
る
。 

又
真
の
頷
き
は
表
現
せ
ず
に
お
れ
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
敬
い
て 

一
切
往
生
人
等
に
白
さ
く
」
(
行

巻

・
原
漢
文)

と
。

し
か
し
、

そ

の

と

き

「
表
現
」

は

決

し

て

単

に

「
知
」

に
よ
る 

組
み
立
て
で
あ
っ
た
り
、

「
情
」

に
溺
れ
た
一
人
よ
が
り
で
あ
っ 

た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
存
在
に
お
い
て
頷
か
れ
た
宗
教
の
真 

実
に
あ
っ
て
は
、

人
間
の
知
と
情
は
そ
の
本
位
本
分
を
知
り
、
知 

と
情
は
そ
の
本
位
本
分
を
尽
く
す
べ
く
、

「
頷
き
」

を
内
に
堀
り 

下
げ
、

促
し
、
跡
づ
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
内
観
道
と
い 

う
も
の
で
あ
る
。

故
に
、
宗

教

の

真

実

へ

の

頷
き

に

お
け

る

「
表 

現
」

は
表
白
性
を
も
ち
、

同
時
に
ど
こ
ま
で
も
言
葉
を
尽
く
し
表 

現
を
尽
く
す
と
い
う
す
が
た
を
と
っ
て' 

そ
こ
に
宗
教
の
真
実
を 

開
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
今
、
親

鸞

の

「
名
号
六
字
釈
」

を
見 

る
と
そ
の
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。

南
無
の
言
は
帰
命
な
り
、

帰
の
言
は
至
な
り
、

又
帰
説
な
り
、
 

説
字
悦
音
、

又
帰
説
な
り
、

説
字
税
の
音
、
悦
税
二
の
音
、
告

な
り
、
述
な
り
、
人
の
意
を
宣
述
な
り
、

命
言
は
業
な
り
、

招
引 

な
り
、
使
な
り
、
教
な
り
、
道
な
り
、
信
な
り
、
計
な
り
、
召
な
り
、
 

是
を
以
て
帰
命
は
本
願 

招
喚 

の
勅
命
な
り
、
(

行
巻
・
原
漢 

マ
ネ
ク
ヨ
ハ
ウ 

オ
オ
セ

文)

善

導

が

「
言
南
無
者
即
是
帰
命
」

と
頷
い
た
こ
と
を
頷
い
た
親
鸞 

は
、

「
南
無
の
言
」

に

「
帰
命!
!

本
願
招
喚
の
勅
命
」

あ
り
と 

表
現
し
た
の
で
あ
る
。

ま

さ

に

「
南
無
」

の

「
言
」

に
第
十
七
願 

成
就
を
見
た
の
で
あ
る
。
第

十

七

願

成

就

が

「
南
無
」

に
あ
る
と 

頷
い
た
の
で
あ
る
。

そ

れ

は

第

十

七

願

・
諸
仏
称
名
の
世
界
に
出 

遇
い
、

「
南
無
」

の

「
言
」

に
出
遇
い
、

「
南
無
」

の

「
言
」

に 

「
仁
者
但
決
定
し
て
此
の
道
を
尋
ね
て
行
け
」

と

い

う

「
東
岸
に 

忽
に
人
の
勧
む
る
声
」
を
聞
き
、

同

時

に

「
汝
一
心
正
念
に
し
て 

直
に
来
れ
、

我
能
く
汝
を
護
ら
ん
」

と

い

う

「
西
岸
上
」

か
ら
の 

招
喚
を
聞
い
た
の
で
あ
る
。

故

に

「
南
無
の
言
は
帰
命
な
り
」

と
は
、

「
南
無
」

と
い
う
文 

字

が

「
帰
命
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
と
単
に
解
釈
し
て
い
る
の
で 

は
な
い
。

ま

さ

し

く

「
称
名
」

の

事

実

に

お

い

て

「
南
無
の
言
」 

が
聞
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
称
名
」

に

お

い

て

「
南
無
」 

が

「
言
」

と
し
て
聞
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

「
南
無
」 

は

「
言
」

に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
否
、

「
南
無
」

は

「
言
」 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
言
」

と
は
文
字
で
は
な
い
、
存



在
と
一
枚
な
る
も
の
で
あ
る
。

故

に

「
南
無
」

の

「
言
」

に
存
在 

の
救
い
は
あ
る
。

そ

の

「
南
無
」

の

「
言
」
を

開

く

の

が

「称
名
」 

の
事
実
な
の
で
あ
る
。
す

な

わ

ち

「
称
名
」

の

事

実

に

「
南
無
」 

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

故

に

「
称
名
」

の
世
界
が
救
い
な 

の
で
あ
る
。

「
称
名
」
——

そ
れ
は
、

こ
こ
、

こ
の
身
の
現
前
ー 

念

に

「
帰
命
」

と
い
う
仏
事
を
発
起
せ
し
め
る
。

否
、

「
帰
命
」 

の

発

起
が
す

な
わ
ち

「
称
名
」

で
あ
る
。

故

に

「
称
名
」

の
事
実 

に

「
本
願
」

の
声
が
あ
る
。

四

帰
命!
!

本
願
招
喚
の
勅
命
を
聞
く
、

そ
の
と
き
、
実
は
第
十 

ハ

願

・
念

仏

往

生

の

願

「
設
我
得
仏
十
方
衆
生
至
心
信
楽
欲
生
我 

国
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覚
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」(

大
無
量 

寿

経

・
上)

を
聞
く
の
で
あ
り
、

そ
の
「
至

心

・
信

楽

・
欲
生
我
国
」 

を

「
本
願
の
三
心
」

と
し
て
聞
き
と
る
の
で
あ
る
。

そ
の
と
き
、
 

「
欲
生
」

が

根

本

で

「
至
心
信
楽
は
欲
生
に
始
ま
る
」(

曾
我
量
深) 

と
頷
か
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
、

ま

さ

に

「
欲
生
と
言
う
は
則
ち 

是
れ
如
来
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
も
う
の
勅
命
な
り
」(

信
巻
・ 

原
漢
文)

と
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。
は
じ
め
に
「
勅
命
」
あ
り
。
第
十 

七
願
成
就
、

「
称
名
」

に

お

い

て

「
南
無
の
言
」
を
聞
き
、

「本
願 

招
喚
の
勅
命
」
を
聞
く
、

そ

の

と

き

そ

の

「
招
喚
の
勅
命
」
(
声)

は

「欲
生
我
国
」
(

我
国
に
生
れ
ん
と
欲
え)

と
聞
え
る
の
で
あ
る
。 

第

十

七

願

成

就

の

「
南
無
」

の

只

中

に

「
本
願
招
喚
の
勅
命
」
を 

聞
く
こ
と
は
、
第

十

八

願

成

就

の

根

源

に

あ

る

「
至
心
廻
向
」

の 

只

中

に

「
欲
生
我
国
」

即

ち

「
如
来
、

諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た 

も
う
の
勅
命
」
を
聞
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ

れ

は

ま

さ

に

「本 

願
」

に
願
わ
れ
つ
づ
け
て
あ
る
自
身
、

「
本
願
」

に
呼
ば
れ
待
た 

れ
て
あ
る
自
身
へ
の
直
下
の
頷
き
で
あ
る
。
す

な

わ

ち

「
深
信
自 

身
」

で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
は
、

言
い
換
え
れ
ば' 

「
本
願
」

を
聞
く
こ
と
の 

な

い

「
南
無
」

は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
願
心
」 

を

聞

く

こ

と

の

で

き

な

い

「
南
無
」
(

帰
命)

な
ど
あ
り
え
な
い
、 

願
わ

れ
て

あ
る
自
身
に
気
づ

く
こ

と

の
な

い
「
南
無
」

な
ど
あ
り 

え
な
い
、

「
深
信
自
身
」

で

な

い

「
南
無
」

な
ど
あ
り
え
な
い
、
 

も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
一
体
何
な
の
か
、

自
我
心
の
要
求 

の
変
容
態
に
す
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

か

く

し

て

「
行
巻
」

が
端
的
に
主
題
に
し
明
ら
か
に
し
て
い
る 

「
称
名
」

「
南

無(

阿
弥
陀
仏)

」

の
成
就
現
行
と
い
う
一
事 

は
、

決

し

て

衆

生

の

起

こ

す

「
南

無(

帰
命)

」

で
は
な
く
、

ま
さ 

し
く
衆
生
に
起
こ
る
唯
一
の
如
来
行
な
の
で
あ
る
。

「
大
行
」

と 

は
実
に
如
来
行
の
謂
な
の
で
あ
る
。

そ
の
と
き
衆
生
は
た
だ
如
来 

が

行

ず

る

唯

一

の

「
場
」

と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
場
と
は



即

ち

「
宿
業
」

の
こ
と
で
あ
る
。
如

来

は

衆

生(

宿
業)

を
場
と 

し

て

「
南
無
」
を
成
就
す
る
。
す

な

わ

ち

如

来

は

衆

生(

宿
業) 

を

場

と

し

て

し

か

「
南
無
」

を
成
就
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ 

が

「
設
い
我
、

仏
を
得
ん
に
、

十
方
世
界
の
無
量
の
諸
仏
、
悉
く 

咨
嗟
し
て
我
が
名
を
称
せ
ず
ん
ば
、

正
覚
を
取
ら
じ
」
(

大
無
量
寿 

経

，
上

・
原
漢
文)

と
い
う
誓
願
の
精
神
な
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
如 

来

は

「
十
方
衆
生
」

を

「
十
方
世
界
の
無
量
の
諸
仏
」

と
呼
び
か 

け
、

立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
如
来
は
十
方
衆
生
に 

「
南
無
」

し
、

「
南
無
」

の
一
点
を
衆
生
に
徹
到
せ
し
め
ん
と
、
 

「
我
が
名
を
称
せ
ず
ん
ば
正
覚
を
取
ら
じ
」

と
誓
っ
て
い
る
の
で 

あ
る
。

そ
れ

が

第

十

七

願

開

示

の

「
南
無
」

の
仏
事
の
只
中
に
あ 

る

「
発
願
廻
向
」

の
は
た
ら
き
で
あ
り
、

発
願
廻
向
と
言
う
は
如
来
已
に
発
願
し
て
衆
生
の
行
を
回
施 

し
た
も
う
の
心
な
り
、
即
是
其
行
と
言
う
は
即
ち
選
択
本
願 

是
れ
な
り
、
(

行
巻
・
原
漢
文) 

と

い

わ

れ

る

「
回
施
」

の
精
神
、

「
選
択
本
願
」

な
の
で
あ
る
。 

「
南
無
」

の
只
中
に
は
た
ら
く
「本
願
招
喚
の
勅
命
」
、
そ
の
根
源 

に

は

「
如
来
已
に
発
願
し
て
衆
生
の
行
を
回
施
し
た
も
う
の
心
」 

が
あ
る
。

そ

の

「
心
」

こ

そ

「
即
是
其
行
」

と

言

わ

れ

る

「
選
択 

本
願
」
な
の
で
あ
る
。

「
称
名
」!

!

「
浄
土
真
実
の
行
」

は

「
選
択
本
願
の
行
」

と

し
て
衆
生
に
回
施
さ
れ
て
い
る
。

「称
名
」

は

あ

く

ま

で

「
衆
生
」 

に
お
い
て
あ
る
、

「
衆
生
の
行
」

な
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
 

第

十

七

願

は

ど

こ

ま

で

も

「
衆
生
」

の

「
称
名
」

が
誓
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
念
仏
者
の
誕
生
が
誓
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

「
称
名
」

の

一

点

に

「
南

無(

阿
弥
陀
仏)

」

の
成
就
現
行
を
か
け 

て
い
る
の
で
あ
る
。

「南

無
(

阿
弥
陀
仏)

」

を
開
く
、!
!

衆
生 

に

「
称
名
」

が
成
就
し
な
け
れ
ば
正
覚
を
取
ら
な
い
と
い
う
の
で 

あ
る
。

そ

の

た

め

に

如

来

は

「
聞
」

の
一
事
を
衆
生
に
開
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

我

々

は

「
聞
」

に
お
い
て
如
来
に
出
遇
う
、

ま 

さ

に

「
南

無(

阿
弥
陀
仏)

」

に
出
遇
う
の
で
あ
る
。
第
十
七
願
・ 

大
悲
の
願
心
は
、

「
称
名
」

に

托

し

て

我

々

に

「
聞
」

の
一
事
を 

開
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
故

に

「
聞
」

の
成
就
、

そ

れ

が

「
南

無
」

の
成
就
現
行
で
あ
り
、

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

の
生
の
誕
生
な 

の
で
あ
る
。

「
聞
」

に
生
き
る
、

そ

れ

が

実
は

第

十

七

願

，
諸
仏

称
名
の
願
成
就
の
生
、

「
南
無
」

を
自
己
と
す
る
生
、
す
な
わ
ち
、

必
得
往
生
と
言
う
は
不
退
の
位
に
至
る
こ
と
を
獲
る
こ
と
を

彰
す
な
り
、

経
に
は
即
得
と
言
へ
り
、

釈
に
は
必
定
と
云
へ 

り
、
即
の
言
は
願
力
を
聞
く
に
由
て
報
土
の
真
因
決
定
す
る 

時
剋
の
極
速
を
光
闡
せ
る
な
り
、

必
の
言
は
審
な
り
、
然
な
り
、
 

分
極
な
り
、
金
剛
心
成
就
の 

負

な

り

、
(

行

巻

・
原
漢
文) 

と
言
わ
れ
る
生
な
の
で
あ
る
。

第

十

七

願

に

よ

っ

て

「
南

無
(

阿



弥
陀
仏)

」
が
成
就
す
る
ゝ
そ
こ
に
ま
さ
に
「絶
対
無
限
の
妙
用
に 

乗
托
し
て
任
運
に
法
爾
に
こ
の
現
前
の
境
遇
に
落
在
せ
る
」
(

清 

沢
満
之)

自
己
が
居
る
。

そ

れ

が

「
本
願
一
乗
海
」

よ
り
生
れ
る 

「
一
乗
海
の
機
」

で
あ
る
。

金
剛
の
信
心
は
絶
対
不
二
の
機
な
り
、
知
る
可
し
。

(

行

巻

・
原
漢
文)

五

本
願
は
第
十
七
願
に
始
ま
る
。
第

十

七

願

が

開

示

せ

る

「
南
無 

(

阿
弥
陀
仏)

」

に
出
遇
い
、

「
南

無(

阿
弥
陀
仏)

」

に
摂
せ
ら
れ
、
 

そ

し

て

「
南

無(

阿
弥
陀
仏)

」

の
名
告
り
を
も
つ
。

そ
れ
が
本
願 

の
宗
教
の
事
実
で
あ
る
。

「
は
じ
め
に
行
あ
り
」(

曾
我
量
深)

と 

は

「
は
じ
め
に
第
十
七
願
あ
り
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は 

す

な

わ

ち

「
は
じ
め
に
僧
伽
あ
り
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
十 

七

願

に

出

遇

う

こ

と

は

「
帰
三
宝
」

の
成
就
、
す
な
わ
ち
僧
宝
の 

成
就
だ
か
ら
で
あ
る
。

親
鸞
に
そ
く
し
て
言
え
ば
、

「
帰
依
仏
」 

は

「
法
然
」

と
の
出
遇
い
、

「
帰
依
法
」

は

「
本
願
」

へ
の
帰
入
、
 

「
帰
依
僧
」

は

「
仏
弟
子
」

と
さ
れ
た
自
身
で
あ
る
。

そ
れ
が
第 

十
七
願
、

「南

無
(

阿
弥
陀
仏)

」

の
成
就
現
行
に
お
い
て
頷
か
れ 

る

「
帰
三
宝
」

の
原
点
で
あ
る
。
(

「帰
依
僧
」

の
成
就
を
仏
弟
子 

と

さ

れ

た

「
自
身
」

と
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。

そ
れ
は

重
々
承
知
し
て
い
る
。

た
だ
私
は
、

「
僧
伽
」

と
は
自
己
自
身
が 

そ
れ
を
外
に
見
て
い
る
か
が
り
、
無
い
も
の
で
あ
り
、

も
し
あ
る 

と
し
て
も
そ
れ
は
僧
伽
で
は
な
く
単
な
る
集
団
に
す
ぎ
ず
、

た
だ 

「
帰

依

仏

・
帰
依
法
」

を

通

し

て

「
帰
依
僧
」

が
成
就
す
る
、
す 

な
わ
ち
自
己
自
身
が
仏
法
の
世
界
に
召
さ
れ
、
仏
弟
子
と
さ
れ
た 

と
き
、

は
じ
め
て
僧
伽
は
現
成
す
る
、

そ
こ
か
ら
始
ま
る
、

と
領 

解
し
て
い
る
の
で
あ
る)

。
「
南
無
」

を
た
ま
わ
る
、

そ
こ
に
お
の 

ず

か

ら

「
帰
三
宝
」

は
成
就
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
ま
わ
り
た 

る

「
南
無
」
——

仏
教
三

千

年

の

歴

史
は

た
だ

衆

生

に

「
南
無
」 

の
一
事
を
成
就
せ
し
め
ん
と
流
伝
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。 

そ
し
て
、
第

十

七

願

成

就

の

「
南

無(

阿
弥
陀
仏)

」

に
出
遇
い
、
 

そ
こ
に
三
宝
の
成
就
を
見
、
自
身
を
原
点
と
し
て
一
切
衆
生
の
成 

仏
道
を
見
た
者
に
は
、

た
だ
自
身
が
ゆ
く
り
な
く
も
仏
弟
子
と
し 

て
召
さ
れ
た
と
い
う
謝
念
を
内
に
深
く
深
く
た
く
わ
え
つ
つ
、

宿 

業

を

大

地

と

し

て

「
教
え
」

に
応
答
し
つ
づ
け
て
い
く
生
が
あ
る 

ば
か
り
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
自
身
が
仏
弟
子
と
さ
れ
た
と
い
う
無 

上

の

よ

ろ

こ

び

が

つ

ね

に

「
さ
る
べ
き
業
縁
」

を
生
き
る
力
の
原 

点
と
な
っ
て
い
る
。

「
仏
弟
子
」

に
な
る
、

そ

れ

は

「
た
だ
念
仏 

し
て
」

と
い
う
生
を
た
ま
わ
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
人
生
が
ま 

さ
に
成
仏
と
い
う
一
点
に
向
っ
て
い
る
と
、
方
向
が
定
ま
る
こ
と 

な
の
で
あ
る
。

人
生
の
方
向
が
定
ま
る
、

そ
れ
を
現
生
不
退
と
い



う
。

そ

れ

は

た

だ

「
南
無
」

と
い
う
仏
事
に
出
遇
う
、

「南

無(

阿 

弥
陀
仏)

」

の
名
告
り
に
遇
う
、

第
十
七
願
成
就
に
遇
う
と
こ
ろ 

に
あ
る
。

そ
こ
に
仏
法
の
僧
伽
に
召
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
第
十

七
願
成
就
の
大
行
を
証
し
す
る
も
の
、

そ

れ

は

た

だ

自

身

が

「
南 

無
阿
弥
陀
仏
」

の
僧
伽
に
召
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
仏
弟
子
と
さ 

れ
た
と
い
う
一
点
に
あ
る
。

(

未
完)

す
べ
て
お
聖
教
は
文
字
で
書
か
れ
て
あ
る
が
、
文
字
に
於
て
言
葉
を
見
出
し
て
ゆ
く
の
が
御
開
山
聖
人
の
お
聖
教 

を
拝
読
さ
れ
る
態
度
で
あ
る
。

然
る
に
我
々
は
た
だ
文
字
を
文
字
と
し
て
分
別
し' 

文
字
を
自
分
の
主
観
を
以
て
見 

る
。
直
々
の
言
葉
を
聞
く
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば' 

そ
の
前
に
は
謹
ん
で
何
ら
の
思
慮
分
別
が
消
え
て
、

た
だ
頭
が 

下
る
。

そ
れ
を
文
字
と
見
る
か
ら
色
ん
な
理
窟
を
揑
ね
る
。
聞
其
名
号
と
は
南
無
阿
弥
陀
仏
を
文
字
に
せ
ず
、
仏
の 

お
言
葉
と
し
て
生
き
た
お
言
葉
を
聞
く
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
生
き
た
お
言
葉
で
あ
る
。
本
願
と
は
、
第
十
八
願
と
は 

そ
の
お
言
葉
の
い
わ
れ
で
あ
る
。
第
十
八
願
文
は
お
言
葉
な
れ
ど
も
結
局
第
二
義
で
あ
る
が
南
無
阿
弥
陀
仏
は
第
一 

義
で
あ
る
。

こ
の
お
言
葉
に
接
す
る
時
に
は
、
我
々
は
何
ら
の
計
い
も
な
く
、

そ
の
お
言
葉
の
中
に
盛
っ
て
あ
る
意 

味
を
い
た
だ
く
、

そ
れ
が
聞
其
名
号
で
あ
る
。

お
言
葉
を
聞
く
、
文
字
を
読
ん
で
は
な
ら
ぬ
。

(

曾
我
量
深
『
歎
異
抄
聴
記
』)


