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発
表
要
旨

『
愚
禿
鈔
』に
お
け
る
法
然
教
学
の
受
容
と
展
開

―
「
弘
願
一
乗
」
の
開
顕
を
視
座
と
し
て

―

藤　

元　

雅　

文

本
発
表
の
目
的
は
、
聖
道
門
の
一
乗
仏
教
に
対
す
る
厳
し
い

批
判
吟
味
を
行
う
法
然
の
教
学
を
踏
ま
え
、
そ
の
上
で
法
然
こ

そ
「
弘
願
の
一
乗
」
を
説
き
弘
め
た
方
で
あ
る
と
親
鸞
が
讃
嘆
す

る
、
そ
の
内
実
の
一
端
を
『
愚
禿
鈔
』
に
聞
き
学
ん
で
い
く
所
に

あ
る
。

『
愚
禿
鈔
』
は
、
法
然
の
主
著
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
を
直
接

的
な
背
景
と
し
て
そ
の
内
容
を
展
開
し
つ
つ
、
親
鸞
晩
年
の

八
十
三
歳
と
い
う
明
確
な
識
語
を
有
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
鈔

の
成
立
に
関
し
て
は
複
数
の
見
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中

心
的
な
論
点
は
、『
愚
禿
鈔
』
を
親
鸞
の
主
著
『
教
行
信
證
』
に

先
行
し
『
教
行
信
證
』
を
生
み
出
す
淵
源
と
し
て
位
置
づ
け
る

か
、『
教
行
信
證
』
に
記
さ
れ
る
内
容
を
受
け
て
、
師
法
然
の
教

え
を
聞
思
し
つ
づ
け
た
そ
の
内
容
を
整
理
し
書
き
と
ど
め
た
と
見

る
べ
き
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
本
発
表
に
お
い
て
『
愚
禿
鈔
』
成

立
に
つ
い
て
の
課
題
は
、
そ
の
指
摘
に
の
み
と
ど
め
た
が
、『
愚

禿
鈔
』
撰
述
の
意
図
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
先
達
が
共
に
指
摘
す

る
よ
う
に

聞　
テ

二
賢
者　
ノ

信　
ヲ

一

顕　
ス

二
愚
禿　
ガ

心　
ヲ

一

賢
者　
ノ

信　
ハ

内ハ

賢ニ
シ
テ

外　
ハ

愚
也

愚
禿　

カ

心　
ハ

内ハ

愚ニ
シ
テ

外　
ハ

賢
也（『

定
親
全
』
二
・
漢
文
篇　

三
頁
）

と
い
う
冒
頭
の
二
十
四
字
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
最
初
の
一
文
に
記
さ
れ
る
通
り
、『
愚
禿
鈔
』
と
は
、
聞

く
べ
き
賢
者
法
然
の
信
の
も
と
に
顕
ら
か
と
な
る
愚
禿
親
鸞
の
心

を
示
し
た
著
作
で
あ
る
。
続
い
て
親
鸞
が
、
賢
者
法
然
の
信
を

「
内
賢
外
愚
」
と
述
べ
る
の
は
、
選
択
本
願
の
仏
道
を
明
ら
か
に

す
る
智
慧
が
内
に
深
ま
る
ほ
ど
に
、
ま
す
ま
す
愚
癡
に
か
え
っ
て

い
く
法
然
の
信
の
あ
り
方
を
仰
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
親



（藤元） 44

鸞
は
、
師
法
然
の
信
を
聞
け
ば
聞
く
ほ
ど
、
愚
禿
の
身
に
お
い

て
は
「
内
愚
外
賢
」
つ
ま
り
、
内
は
愚
か
で
智
慧
な
く
し
て
、
外

に
賢
さ
を
よ
そ
お
う
と
す
る
心
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
ほ
か
な
い
こ

と
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
親
鸞
に
と
っ
て
賢
者
法

然
と
は
ど
の
よ
う
な
方
で
あ
り
、
ま
た
師
法
然
の
教
え
を
聞
思
す

る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
に
つ
い
て
の
、
重
要
な
視
点
を
教
え
て

い
る
。

そ
も
そ
も
「
本
師
源
空
い
ま
さ
ず
ば　

こ
の
た
び
む
な
し
く
す

ぎ
な
ま
し
」
と
ま
で
、
自
身
と
師
と
の
決
定
的
な
出
遇
い
を
詠
う

親
鸞
に
あ
っ
て
、
師
法
然
と
自
身
と
の
間
に
あ
る
差
異
を
抉
剔
す

る
聞
思
の
厳
し
さ
に
私
は
ま
ず
注
意
し
た
い
。
こ
の
こ
と
を
曖
昧

に
し
た
ま
ま
で
、
師
と
の
出
遇
い
の
意
味
も
、
本
願
念
仏
の
教
え

の
意
義
も
自
身
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
根
本

的
な
視
点
の
確
認
が
こ
こ
に
あ
る
。
賢
者
の
信
の
も
と
に
明
ら
か

に
な
る
、
か
つ
賢
者
の
信
の
ご
と
く
に
は
な
り
え
な
い
自
身
の
心

を
抉
る
よ
う
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
学
び
に
お
い
て
、
選
択
本
願

に
明
ら
か
に
な
る
教
相
と
信
心
と
を
開
顕
す
る
、
こ
れ
が
『
愚
禿

鈔
』
と
い
う
書
物
の
質
を
決
定
し
て
い
る
と
私
は
考
え
る
。

『
愚
禿
鈔
』
と
は
、
親
鸞
が
自
ら
の
名
を
題
目
と
し
て
い
る
書

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
煩
悩
具
足
の
身
を
生
き
る
事
実
に
徹
し
、
そ

の
自
身
の
「
内
愚
外
賢
」
の
心
を
一
点
も
曖
昧
に
す
る
こ
と
な

く
、
そ
の
身
に
、「
賢
者
の
信
」
を
聞
く
こ
と
を
通
し
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
「
弘
願
一
乗
」
の
仏
道
を
書
き
記
す
書
物
と
し
て
殊
に

愚
禿
の
名
の
り
を
、
そ
の
題
号
と
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
の
冒
頭
の
言
葉
に
直
接
関
係

す
る
「
至
誠
心
釈
」
に
お
け
る
法
然
教
学
と
『
愚
禿
鈔
』
と
の
連

関
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

善
導
は
『
観
経
疏
』「
至
誠
心
釈
」
の
冒
頭
で
、
至
誠
心
と
は

「
真
実
心
」
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
従
っ
て
、
法
然
、
親
鸞
に

と
っ
て
至
誠
心
釈
は
真
実
と
は
何
か
、
或
い
は
真
実
心
は
い
か
に

成
り
立
つ
の
か
と
い
う
課
題
の
究
明
と
い
う
意
義
を
持
つ
。
そ
の

至
誠
心
釈
の
中
で
、
殊
に
『
愚
禿
鈔
』
冒
頭
の
言
葉
と
直
接
関
係

す
る
の
は

不
得
外
現
賢
善
精
進
之
相
内
懐
虚
仮

（『
真
聖
全
』
一　

五
三
三
頁
）
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と
い
う
『
観
経
疏
』
の
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
訓よ

み
、
理
解
す
る
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
法
然
は

「
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
じ
て
、
内
に
は
虚
仮
を
い
だ
く

事
な
か
れ
」
と
。
こ
の
釈
の
こ
ゝ
ろ
は
、
内
に
は
お
ろ
か
に

し
て
、
外
に
は
か
し
こ
き
人
と
お
も
は
れ
む
と
ふ
る
ま
ひ
、

内
に
は
悪
を
つ
く
り
て
、
外
に
は
善
人
の
よ
し
を
し
め
し
、

内
に
は
懈
怠
に
し
て
、
外
に
は
精
進
の
相
を
現
ず
る
を
、
実

な
ら
ぬ
こ
ゝ
ろ
と
は
申
也
。

（「
お
ほ
ご
の
太
郎
へ
御
返
事
」『
定
親
全
』
五
・
輯
録
篇
（
２
）

　

二
三
五
頁
）

と
記
し
て
い
る
。
更
に
、

外　
ニ

現　
ジ

二
賢
善
精
進
之
相　
ヲ

一
内　
ニ

懐　
ケ
リ

二
愚
悪
懈
怠
之
心　
ヲ

一
。
所
修　
ノ

行

業
、
日
夜
十
二
時　

ニ

无　
ク

二
間
一
行ズ
レ
ド
モ二
之　
ヲ

一
不
三
得
二
往
生　
ヲ

一
、
外　
ニ

顕　
シ

二
愚
悪
懈
怠
之
形　
ヲ

一

内　
ニ
ハ

住　
シ
テ

二
賢
善
精
進
之
念　
ニ

一
、
修
二
行　
セ

之　
ヲ

一
者バ

、
雖　
モ

二
一
時
一
念　
ト

一
、
其　
ノ

行
不
二
虚シ
カ
ラ一
、
必　
ズ

得　
ム

二
往
生　
ヲ

一
、

是　
ヲ
　
ク名

二
至
誠
心　
ト

一
。）

1
（

（「
法
語
十
八
條
」『
定
親
全
』
五
・
輯
録
篇
（
１
）　

一
二
六
頁
）

と
述
べ
、『
愚
禿
鈔
』
の
冒
頭
二
十
四
字
の
表
現
と
相
応
ず
る
か
の

ご
と
き
内
容
を
、
至
誠
心
釈
の
理
解
に
お
い
て
明
示
し
て
い
る
。

以
上
二
つ
の
法
語
に
お
い
て
、
法
然
は
、「
内
に
は
お
ろ
か
に

し
て
、
外
に
は
か
し
こ
き
人
と
お
も
は
れ
む
と
ふ
る
ま
」
う
内
愚

外
賢
な
る
者
は
往
生
を
得
る
こ
と
な
く
、
外
愚
内
賢
の
者
は
必
ず

往
生
で
き
る
と
述
べ
、
こ
れ
を
至
誠
心
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
と

言
明
す
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
師
法
然
の
こ
れ
ら
の
言
葉
を
『
西

方
指
南
抄
』
に
書
き
と
ど
め
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

『
愚
禿
鈔
』
冒
頭
の
二
十
四
字
の
言
葉
の
重
み
は
な
お
わ
れ
ら
に

迫
っ
て
く
る
。
賢
者
の
信
を
前
に
し
て
、
徹
底
し
て
聞
思
を
重

ね
、
そ
こ
に
愚
禿
が
心
を
顕
ら
か
に
さ
れ
な
が
ら
、
自
ら
が
出
遇

い
え
た
仏
道
の
内
実
を
開
顕
し
て
い
く
そ
の
思
索
の
営
み
に
よ
っ

て
こ
そ
『
愚
禿
鈔
』
は
撰
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
法
然
に
お
け
る
至
誠
心
釈
の
理
解
は
、「
内
愚
外
賢
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
愚
禿
が
心
に
お
い
て
至
誠
心
釈
を
い
か
に
受
け

と
め
る
べ
き
か
と
い
う
重
要
な
視
座
を
も
、
次
の
よ
う
に
教
示
し

て
い
る
。

こ
の
至
誠
心
は
ひ
ろ
く
定
善
・
散
善
・
弘
願
の
三
門
に
わ
た

り
釈
せ
り
。
こ
れ
に
つ
き
て
摠
別
の
義
あ
る
べ
し
。
摠
と
い
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ふ
は
自
力
を
も
て
定
散
等
を
修
し
て
往
生
を
ね
が
ふ
至
誠
心

な
り
、
別
と
い
ふ
は
他
力
に
乗
じ
て
往
生
を
ね
が
ふ
至
誠
心

な
り
。
…
中
略
…
自
力
を
め
ぐ
ら
し
て
他
力
に
乗
ず
る
こ
と

あ
き
ら
か
な
る
も
の
か
。

（『
三
部
経
大
意
』『
真
聖
全
』
四　

七
八
七
―
八
頁
）

わ
れ
ら
は
、
こ
こ
に
法
然
が
善
導
の
至
誠
心
釈
の
意
義
を
い
か

に
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
思
想
的
な
営
み
を
直
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
憶
断
は
さ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
親
鸞
が
法
然
門
下
に
あ
っ
て
、「
真
宗
興
隆
」
の
仏
事
を

目
の
当
た
り
に
し
つ
つ
、
聞
思
研
鑽
を
重
ね
た
中
に
は
、
こ
の
よ

う
な
法
然
自
身
の
、
教
言
に
た
い
す
る
聞
思
学
修
の
姿
を
も
拝
見

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

法
然
が
至
誠
心
釈
に
お
い
て
摠
と
別
の
二
義
を
立
て
、
自
力

の
至
誠
心
と
他
力
の
至
誠
心
を
明
確
に
区
別
す
る
の
は
、
摠
の

義
か
ら
別
の
義
へ
、
つ
ま
り
「
自
力
を
め
ぐ
ら
し
て
他
力
に
乗
ず

る
」
こ
と
を
至
誠
心
釈
の
真
義
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ

る
。
法
然
が
切
り
開
い
た
、
こ
の
よ
う
な
視
座
の
上
に
愚
禿
が
心

に
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
至
誠
心
釈
の
意
義
を
独
自
の
訓

点
に
よ
っ
て
開
顕
し
た
の
が
、
親
鸞
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来

よ
う
。

親
鸞
は
、
真
実
心
と
は
如
来
の
な
し
た
ま
う
所
に
あ
り
、
一
切

衆
生
は
如
来
の
真
実
を
須も

ち

い
信
受
す
る
の
み
で
あ
る
と
い
う
意
味

で
至
誠
心
釈
を
一
貫
し
て
訓
ん
で
い
く
。
つ
ま
り
、
真
実
に
お
け

る
如
来
と
衆
生
と
の
分
斉
を
峻
別
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
力
の

仏
道
と
他
力
の
仏
道
に
関
す
る
教
相
を
、
二
双
四
重
と
言
わ
れ
る

形
へ
体
系
的
に
整
理
し
、
浄
土
真
宗
の
教
相
判
釈
を
『
愚
禿
鈔
』

に
お
い
て
明
示
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
思
わ
れ
る
の
は
、『
愚
禿
鈔
』
に
お
け
る

法
然
教
学
の
受
容
と
展
開
は
、
親
鸞
一
人
に
歩
ま
れ
確
か
め
つ

づ
け
ら
れ
た
、
賢
者
の
信
を
聞
き
愚
禿
が
心
を
顕
す
聞
思
の
厳
し

さ
と
そ
の
内
実
の
確
か
さ
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
本
発
表
に
お
い
て
は
、『
愚
禿
鈔
』
冒
頭
の
文
言
の

考
察
に
終
始
し
て
し
ま
い
、『
愚
禿
鈔
』
に
お
け
る
、「
弘
願
一

乗
」
の
開
顕
ま
で
、
十
分
な
考
察
が
及
ば
な
か
っ
た
。『
愚
禿
鈔
』

の
教
言
に
つ
い
て
の
詳
細
な
考
察
を
も
含
め
、
更
な
る
課
題
と
し

た
い
。
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※
典
拠
資
料
の
略
称　
　
『
定
親
全
』（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』）・『
真
聖

全
』（『
真
宗
聖
教
全
書
』）

註（1
）　

読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
、
原
文
に
あ
る
漢
字
の
読
み
仮
名
は

除
き
、
ひ
ら
が
な
を
カ
タ
カ
ナ
に
変
更
し
た
。

（
本
学
講
師　

真
宗
学
）

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉「
賢
者
の
信
」
と
「
愚
禿
が
心
」、

『
選
択
本
願
念
仏
集
』、『
観
経
疏
』「
至
誠
心
釈
」

世
界
史
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
と
ア
フ
リ
カ

―
い
く
つ
か
の
事
例
か
ら
考
え
る

―
古　

川　

哲　

史

本
研
究
は
筆
者
が
現
在
ま
で
取
り
組
ん
で
き
た
〈
日
本
―
ア
フ

リ
カ
関
係
史
〉
の
研
究
を
出
発
点
に
、
対
象
地
域
を
東
ア
ジ
ア
に

広
げ
て
、
近
現
代
（
と
り
わ
け
19
世
紀
後
半
か
ら
20
世
紀
）
に
お
け

る
東
ア
ジ
ア
と
ア
フ
リ
カ
と
の
関
係
を
、
世
界
史
的
な
視
点
か
ら

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
従
来
、
世
界
史
あ
る
い
は

ア
ジ
ア
史
や
ア
フ
リ
カ
史
に
お
い
て
、
個
別
に
扱
わ
れ
て
き
た
諸

相
を
繋
ぐ
接
続
性
を
見
出
す
作
業
で
あ
り
、
そ
の
関
係
性
に
つ
い

て
歴
史
学
お
よ
び
歴
史
哲
学
的
考
察
を
試
み
る
。

今
回
の
発
表
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
期
以
降
の
日
本
、
大

韓
民
国
（
以
下
、
韓
国
）、
中
華
人
民
共
和
国
（
以
下
、
中
国
）
と

エ
チ
オ
ピ
ア
と
の
関
係
の
事
例
を
、
関
連
の
地
図
や
写
真
（
絵
葉

書
や
記
念
切
手
な
ど
も
含
む
）
と
と
も
に
い
く
つ
か
示
し
た
。
そ
し


