
『教
行
信
証
』
の
教
巻
の
標
挙
に
つ
い
て㈠

日 

野 

環

ー
 

課

題

の

輪

廊

親
鸞
聖
人
の
選
述
『教
行
信
証
』
の

「
教
巻
」

の

「
標
挙
之 

文
」
と
言
え
ば
「
大
無
量
寿
経
21
11
」
と
あ
る
こ
の
十
三
字 

を
あ
ぐ
る
に
何
人
も
た
め
ら
う
者
の
な
い
の
が
今
日
で
あ
る
。
而 

し
て
か
か
る
場
合
こ
の
十
三
字
が
「
教
巻
」
に
置
か
る
る
ス
ペ
ー 

ス
は
——

顕
浄
土
真
実
教
文
類
一

愚
禿
釈
親
鸞
集

大
無
量
寿
経
真
実
之
教 

浄
土
真
宗
，

謹
按
浄
土
真
宗
有
二
種
廻
向
ー
者
往
相
二
者
還
相
就
往
相
廻
向

有
真
実
教
行
信
証

夫
顕
真
実
教
者
則
大
無
量
寿
経
是
也:

：
：

の
如
く
題
号
—
撰
号
—
標
挙
—
本
文
と
次
第
し
て
列
記
さ
れ
て
お 

る
。
こ
れ
が
今
日
『
教
行
信
証
』
を
講
讃
す
る
も
の
の
「
定
本
」 

と
な
っ
て
お
る
『
六
要
鈔
会
本
』
及

び

『
御
自
釈
』
に
於
け
る
文 

相
配
列
の
次
第
で
あ
る
。

し
か
し
『
阪
東
本
』
に
於
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
標
列
」
が
記
載 

さ
る
べ
き
紙
面
が
欠
失
し
て
お
る
た
め
確
言
は
出
来
ぬ
が
、
少
く 

と

も

「
教
巻
」

の
首
題
と
「
本
文
」
と

の

間

に

「
大
無
量
寿
経 

」
と

い

う

「
標
挙
之
文
」

が
記
入
さ
る
べ
き
紙
面
の
余 

地
が
な
い
。
そ
れ
は
影
印
本
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば 

『
六
要
鈔
』
に
い
う
標
列
は
「
教
巻
」
の

「
題
号
」

の

前

「
総 

序
」
の
後
即
ち
そ
れ
ら
の
中
間
に
置
か
れ
て
あ
っ
た
と
推
測
す
る 

こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
『高
田
本
』
及

び

『
西
本
願
寺
本
』
の
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如
く
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
殊

に

『
西
本
願
寺
本
』
は
文
永
十
二 

年
宗
祖
聖
人
の
十
三
回
忌
に
当
る
年
時
に
書
写
さ
れ
た
も
の
と
見 

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
書
写
の
様
態
が
全
体
と
し
て
も
っ
と
も
『
阪 

東
本
』
に
近
似
し
て
お
る
故
に
『
阪
東
本
』
に
も
お
そ
ら
く
『
西 

本
願
寺
本
』
の
如
く
あ
っ
た
と
相
定
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

『高
田
本
』
に
於
て
も
ま
た
然
り
と
す
れ
ば
、

一
は
親
鸞
の
真
蹟 

で
あ
り
、
他
の
二
者
は
最
も
由
緒
伝
来
の
正
し
い
現
存
す
る
最
も 

古
い
伝
写
本
で
あ
り
、
か
つ
て
は
親
鸞
自
筆
の
「
清
書
本
」
と
す 

ら
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
就

中

『高
田
本
』
は
建
長
七
年
聖 

人
ハ
十
三
歳
、
御
在
世
中
に
於
て
直
弟
子
専
信
に
よ
っ
て
謹
写
さ 

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
最
も
権
威
あ
る
伝
本
と
、
今
日
の 

我
等
が
依
用
し
定
本
化
し
た
る
版
本
と
そ
の
「
題
号
」

「
撰
号
」 

「
標
挙
」

の

「
あ
り
方
」

そ
の
占
む
る
紙
面
の
位
置
が
相
違
す 

る
。の

み
な
ら
ず
こ
れ
を
板
本
に
於
て
検
討
し
て
も
、
先
ず
刊
行
の 

藁
失
を
寛
永
十
三
年
の
所
謂
「
寛
永
板
」
と
す
る
が
、
そ
れ
に
ひ 

き
っ
づ
い
て
「
正
保
」

「
明
曆
」

「
寛
文
」
と
徳
川
期
に
於
て
四 

種
の
板
本
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
「
教
巻
」
の
標
挙 

の
文
の
「
あ
り
方
」
は
、

「
寛
」

「
保
」

「
暦
」
の
前
三
版
は
同 

様
で
あ
る
〇 
-
-

大
無
量
寿
経
鳖
11

顕
真
実
教
ー

顕
真
実
行
二

顕
真
実
信
三

顕
真
実
証
四 

顕
真
仏
土
五 

顕
化
身
土
六

す
な
わ
ち
こ
れ
等
「
七
行
」
が

「
一
群
」
に
於
て
連
ら
ね
ら
れ 

て
お
る
。
而
し
て
そ
の
「
在
り
場
」
は
——

「
総
序
」

「
標
列
」 

(

七
行)

「
教
巻
首
題
」

「
撰
号
」

「
本
文(

艇)

」
と
次
第
し
て 

お
る
。
標
列
七
行
が-

群
と
し
て
「
総
序
」
と

「
首
題
」
と
の
中 

間
に
置
か
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
占
め
る
紙
面
に
於
け
る
「
在
り 

様
」
そ
こ
か
ら
与
え
る
感
覚
か
ら
言
え
ば
こ
の
「
一
群
七
行
」
は 

「
総
序
」
に
属
す
る
。
こ
れ
は
一
応
注
意
し
て
お
く
べ
き
「
ポ
イ 

ン
ト
」
で
あ
る
。
し
か
し
て
徳
川
期
四
版
の
う
ち
最
も
時
代
の
遅 

れ

る

「
寛
永
版
」
に
於
て
標
列
の
七
行
が
分
割
さ
れ
て
「
大
無
量 

寿
経
朝
堆
髯
」
な
る
一
行
が
「
教
巻
」
の

「
首
題
」
と

「
撰
号
」 

の
次
に
移
動
し
て
本
文(

昵)

の
直
ぐ
前
に
置
か
れ
た!

総

序
(

愚
禿
釈
親
鸞
述)
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顕
真
実
教
ー

顕
真
実
行
二

顕
真
実
信
三

顕
真
実
証
四

顕
真
仏
土
五

顕
化
身
土
六

顕
浄
土
真
実
教
文
類
一
驛
舷

犬

無

量

寿

経

覆

蘇

し
か
し
て
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

「
総
序
」
の

「
序
題
」 

の
次
に
「
愚
禿
釈
親
鸞
述
」
と
い
う
「
撰
号
」
が
置
か
れ
て
お
る 

こ
と
で
あ
る
。

「
信
巻
」
別
序
の
「
序
題
」
の
次
に
も
「
愚
禿
釈 

親
鸞
述
」
と

「
撰
号
」
が
置
か
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た 

如

く

「
総
序
々
題
」
及

び

「
信
巻
別
序
々
題
」
に
次
い
で
「
愚
禿 

釈
親
鸞
述
」
と
あ
る
も
の
は
「
標
列
の
七
行
」
が
必
ず
と
言
っ
て 

よ
い
か
と
思
う
が
割
れ
て
「
大
無
量
寿
経
諏
叢
趣
」
の

「
十
三 

字
」
は

「
教
巻
」
の

「
首
題
」
と
そ
の
「
本
文
」
と
の
中
間
に
移 

動
し
て
お
る
の
で
あ
る
。

こ
の
個
所
は
『
阪
東
本
』
で
は
欠
失
脱
落
し
て
お
る
こ
と
は
す
で 

に
述
べ
た
が
『高
田
本
』
，『
西
本
願
寺
本
』
で
は
と
も
に
「
標
列 

七
行
」
は
一
連
を
な
し
一
群
を
な
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

動
か
す
な
ら
ば
七
行
一
連
一
群
の
ま
ま
に
移
動
せ
し
む
べ
き
だ
と 

信
ず
る
。

宗

祖

が

『教
行
信
証
』
に
於
て
標
挙
の
文
を
記
入
さ
れ
た
に
つ 

い
て
は
『選
択
集
』
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏 
魏
は
比
礫
」
の
所
謂
「題 

下
の
十
四
字
」
が
置
か
れ
て
あ
る
か
の
元
祖
の
心
に
感
応
す
る
も 

の
が
あ
っ
て
の
事
で
あ
ろ
う
が
、

か
の 

「
題
下
の
十
四
字
」

は 

「
教
相
章
」
だ
け
の
標
挙
で
は
な
く
『選
択
集
』

一
部
全
体
の
総 

幟
で
あ
る
が
如
く
「
大
無
量
寿
経
需
站
壯
歳
」
は

『教
行
信
証
』 

六
巻
中
の
第
一
巻
「
教
巻
」
だ
け
の
標
幟
で
は
な
く
、

『教
行
信 

証
』

一
部
六
巻
全
体
の
標
幟
で
あ
る
。
そ
の
意
味
を
標
示
し
た
も 

の

が

『高
田
本
』
及

び

『
西
本
願
寺
本
』
等

の

「
七
行
一
連
」
の 

か

の

「
標
列
」
で
あ
る
。

「
標
列
」
と
言
う
よ
り
も
そ
れ
全
体
で 

一
つ
の
「
教
巻
」
の
標
挙
な
の
で
あ
る
と
思
う
。
か
く
意
味
を
持 

っ
も
の
こ
そ
が
「
教
巻
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
こ
そ
「
化
身 

土
巻
」

が

そ

の

「
首
題
」

に

於

て

「
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類 

六
」
と
掲
ぐ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の

「
尾
題
」
に
於
て
「
顕 

浄
土
真
実
教
行
証
文
類
六
」
と
示
し
て
「
方
便
化
身
土
」
を

「
浄 

土
真
実
」
の
内
に
摂
受
し
て
お
ら
れ
る
。

『
阪
東
本
』
に
於
て
は 

こ
の
尾
題
は
す
ぐ
前
の
『
華
厳
経
』
の
偈
と
と
も
に
一
段
と
墨
色 

が
濃
い
。
す
な
わ
ち
筆
端
を
改
め
て
書
き
と
め
ら
れ
た
事
が
窺
わ 

れ
る
。
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転
じ
て

『高
田
本
』
を
窺
う
に
、
章
を
立
つ
る
こ
と
六
篇
、
巻

を
調
う
る
こ
と
六
軸
と
言
う
が
如
く
、
六
篇
の
内
容
が
そ
の
ま
ま 

六
巻
に
配
さ
れ
て
お
る
基
本
的
な
形
体
で
あ
る
。
而
し
て
、
各
冊 

各

々

「
外
題
」
を
ブ
ッ
つ
け
に
墨
書
し
て
あ
る
。
こ

の
「
外
題
」 

の
筆
蹟
は
「
本
文
」
と
同
筆
と
み
ら
れ
る
。

一
見
す
れ
ば
宗
祖
の

筆
蹟
か
と
今
で
も
思
い
迷
う
が
如
く
で
あ
る
。
そ
の
各
巻
の
外
題

は
右
の
如
し-
-

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
第
一(

教
巻) 

顕
浄
土
真
実
行
文
類
第
二 

(

行
巻) 

顕
浄
土
真
実
信
文
類
第
三 

(

信
巻)

顕
浄
土
真
実
証
文
類
第
四 

(

証
巻)

顕
浄
土
真
仏
土
文
類
第
五

(

真
仏
土
巻)

顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
第
六(

化
身
土
巻)

す
な
わ
ち
第
一
冊
「
教
巻
」
の
み
は
「
総
題
」
を
以
て
そ
の
「
外

題
」
と
し
て
お
る
事
は
幾
度
も
沈
思
す
べ
き
で
あ
る
。
六
巻
六
冊 

各

々

に

「
別
題
」
を
以
て
外
題
と
す
る
な
ら
ば
そ
れ
に
て
統
一
さ 

れ
る
。
或
い
は
ま
た
各
冊
み
な
「
総
題
」
を
以
て
外
題
と
し
「
第 

ー
」

「
第
一
ニ 

乃

至

「
第
六
」
と
巻
を
追
っ
て
ゆ
く
な
ら
ば
そ
れ 

で
も
統
一
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
今
は
そ
う
で
は
な
い
の
で 

あ
る
。
第
一
冊
「
教
巻
」
の
み
は
「
総
題
」
で
あ
る
。
他
は
各
々

「
別
題
」
で
あ
る
。
外
的
な
統
一
で
は
な
い
。
親
鸞
の
信
意
志
は

か
く
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
顕
わ
し
て
お
る
と
思
う
。
こ 

れ
は
伝
写
し
た
人
の
粗
忽
な
る
誤
写
で
は
な
い
。
注
意
し
て
見
る 

と
本
文
書
写
の
同
一
料
紙
を
以
て
標
紙
と
し
、
そ
れ
に
外
題
が
書 

写
さ
れ
て
い
た
。
後
ほ
ど
渋
紙
表
紙
を
そ
の
上
に
粘
着
せ
し
め
改 

め
て
同
一
の
外
題
を
そ
の
上
に
直
に
墨
書
し
た
為
に
最
初
の
標
紙 

の
外
題
は
一
応
隠
さ
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
同
一
の 

「
総
題
」

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の 

『高
田 

本
』
に

は

「
総
序
」
の

「
序
題
」
の
下
に
は
全
く
「
撰
号
」
が
置 

か
れ
て
お
ら
ぬ
。

こ

の

点

『
西
本
願
寺
本
』

も
同
様
で
あ
る
。 

『
阪
東
本
』
も
同
一
の
よ
う
で
あ
る
。
か
く
て
「
総
序
」
の
文
を 

終

っ
て

「
大
無
量
寿
経
細
界
蕭
・
顕
真
実
教
一
乃
至
顕
化
身
土 

六
」
の
標
列
が
七
行
一
連
に
書
写
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。
先
に 

述
べ
た
如
く
こ
の
点
も
三
本
同
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く 

て

「
外
題
」
と

「
標
列
」
の
意
趣
は
相
応
し
一
致
す
る
と
。 

若
し
こ
の
「
標
列
の
七
行
」
を
第
一
行
と
他
の
六
行
と
を
切
り 

離
せ
ば
「
六
行
」
は
目
次
・
目
録
の
次
第
書
の
如
く
乾
燥
し
て
命 

な
き
も
の
と
な
り
、

「
第
一
行
」
も
ま
た
此
世
の
さ
さ
や
か
な
る 

セ
ク
ト
化
し
た
教
法
に
転
落
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
茲

に

「
化 

身
土
巻
」
に
対
す
る
態
度
に
於
て' 

親
鸞
の
仰
せ
の
如
く
如
是
で 

あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に 

た
い
し
、

自
見
の
覚
悟
を
要
す
る
こ 

と
と
な
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。

『
化
巻
』

を

「
権
用
」

或
い
は
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「
簡
非
」
の
立
場
よ
り
了
解
す
る
態
度
が
あ
る
様
で
あ
る
。
す
な 

わ
ち
仏
願
・
仏
教
の
権
用
の
施
設
方
便
と
し
て
肯
定
的
に
受
け
取 

ろ
う
と
す
る
立
場
と
、
宗
祖
す
で
に
「
方
便
化
身
土
」
と
称
さ
れ 

た
か
ぎ
り
あ
く
ま
で
批
判
簡
非
の
否
定
的
態
度
を
以
て
斯
巻
を
受 

け
取
ろ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
了
解
論
義
は 

後
に
す
る
。

「
仮
」
も

「
偽
」
も
与
え
ら
れ
た
る
現
実
で
あ
る
。 

そ
こ

に
「
身
」
を
持
ち
「
世
」
を
持
つ
「
我
」
で
あ
る
。
む
し
ろ 

そ
れ
が
「
身
」
で
あ
り
「
世
」
で
あ
る
我
で
あ
る
。
聞
く
べ
き
は 

「
名
号
」
で
あ
り
、
仰
ぐ
べ
き
は
「
本
願
」
で
あ
る
。
肯
定
で
も 

な
け
れ
ば
否
定
で
も
な
い
。
頓
教
一
乗
海
な
る
「真
実
教
」
を
讃 

歎
す
る
「
場
」
を
示
す
も
の
が
「
化
身
土
巻
」
で
あ
る
。

「
化
身 

土
巻
」
の
終
末
に
「
信
順
を
因
と
し
疑
謗
を
縁
と
し
て
、
信
楽
を 

願
力
に
あ
ら
は
し
、
妙
果
を
安
養
に
ア
ラ
ハ
サ
ム
ト
」
無
始
時
来 

性
に
か
け
た
る
悲
願
で
あ
る
。
更

に

『
安
楽
集
』
を
引
い
て
「
真 

言
を
採
り
あ
つ
め
て
往
益
を
助
修
せ
し
む
。
如
何
と
な
れ
ば
先
に 

生
ぜ
む
も
の
は
後
を
導
き
、
後
に
生
ぜ
ん
者
は
前
を
訪
ひ
連
続
無 

窮
に
し
て:

：:

無
辺
の
生
死
海
を
尽
む
が
為
の
故
な
り
と
」
す
な 

わ
ち
仮
偽
の
世
を
場
と
し
て
悲
願
に
感
応
し
た
。
こ
の
悲
願
の
う 

ち
か
ら
願
成
就
一
実
円
満
之
真
教
真
宗
是
也
を
感
得
し
た
。
そ
れ 

か
ら
さ
ら
に
ま
た
歩
み
出
し
た
も
の
が
華
厳
経
の
偈
を
引
文
し
た 

意
で
あ
る
。
か
く
て
今
日
の
我
等
に
ま
で
真
実
の
教
行
証
が
到
達

す
る
こ
と
を
願
い
約
束
さ
れ
た
も
の
が
「
化
巻
」
最
末
の
尾
題
で 

あ
る
。

今
日
の
私
に
ま
で
恵
施
さ
れ
た
『教
行
信
証
』
は
我
等
の
も
の 

で
あ
る
。

『
教
行
信
証
』
を
選
述
と
し
て
そ
れ
の
形
態
を
整
備
す 

る
の
も
必
ず
し
も
悪
し
く
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
現

に

『
本
書
』
は 

今
日
ま
で
に
遅
々
た
り
と
雖
も
そ
の
道
を
歩
ん
で
来
た
様
で
あ 

る
。
し
か
し
乍
ら
そ
れ
が
親
鸞
の
信
意
識
の
う
ち
に
孕
ま
れ
た
る 

願
い
に
異
す
る
様
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
事
は
当
然
で
あ
り 

す
ぎ
る
ほ
ど
で
あ
る9

「
教
巻
」
の

「
標
列
標
挙
」
が

「
七
行
」
と
し
て
一
連
に
「
総 

序
」
の
後
、

「
教
巻
」
の

「
題
号
」
の
前
に
置
か
れ
て
あ
る
こ
と 

は
一
応
『
阪
東
本
』
を
も
ふ
く
め
て
の
古
写
三
本
に
於
て
然
り
と 

言
い
得
る
で
あ
る
が
如
く
、
現
在
は
逸
亡
し
て
不
見
の
遵
蓮
の
寛 

元
の
伝
写
本
も
右
三
本
と
同
然
と
考
え
得
る
公
算
は
大
で
あ
る
。 

而
し
て
そ
れ
が
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
の
本
来
性
に
相
応
す
る
も 

の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
慮
し
た
事
で
は
あ
る
が' 

然

ら

ば

「
七 

行
」
の
標
列
標
挙
を
分
割
し
た
の
は
、
何
人
何
時
期
か
、
こ
れ
が 

課
題
と
な
っ
て
来
る
。

結
論
的
に
言
え
ば
そ
れ
は1
,

覚
如
—
存
覚
—
乗
専
の
時
代
で 

は
な
い
か
と
思
う
。
而
し
て
こ
の
「
曲
り
角
」
に
於
て
歴
史
的
に 

大
き
な
道
標
の
役
を
果
し
た
も
の
が
『
六
要
鈔
』
の
こ
の
点
に
関

38



連
す
る
註
釈
及
び
註
釈
の
「
あ
り
方
」
で
あ
る
と
思
う
。
も
と
よ 

り
資
料
の
僅
少
は
止
む
を
得
ぬ
事
乍
ら
叱
正
を
蒙
り
是
正
す
る
に 

や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
事
を
申
上
げ
て
お
き
た
い
。

二

『
教
行
信
証
』
の
本
質
諸
種

の
伝
本

今
日
我
等
が
持
つ
様
な
整
備
さ
れ
た
『教
行
信
証
』
の

「
型 

態
」
は
覚
如
—
存
覚
—
乗
専
の
時
代
に
調
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ 

て
、
そ
の
歴
史
的
な
曲
り
角
に
於
て
権
威
あ
る
道
標
を
な
し
た
も 

の
が
存
覚
の
『
六
要
鈔
』
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
前
節
に
於 

て
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。

周
知
の
如
く
存
覚
の
『
六
要
鈔
』
は
そ
の
奥
書
に
よ
れ
ば
延
文 

五
年
で
宗
祖
親
鸞
の
入
滅
よ
り
九
十
九
年
目
に
当
る
。
時
に
存
覚 

は
七
十
一
歳
で
あ
り
父
覚
如
滅
後
九
年
で
あ
る
。

存
覚
は
元
亨
四
年
三
十
五
歳
の
時
『教
行
信
証
』
を
書
写
し
て 

お
る
。

そ
れ
は
現
に
京
都
常
楽
寺
に
襲
蔵
さ
れ
、

「
証
巻
咏
」 

「
証
巻
」

一
冊
，
「
化
身
土
巻
殊
」
二
冊
す
な
わ
ち
三
冊
を
逸
失 

し
て
は
お
る
が
現
在
知
り
得
る
限
り
に
於
て
ハ
冊
本
の
最
古
の
も 

の
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
ま

た

「
真
蹟
本
」 

「
伝
真
蹟
本
」
丨

『
阪
東
本
』

『
高
田
本
』

『
西
本
願
寺
本
』

に 

次
ぐ
。
書
誌
学
的
立
場
に
於
て
の
歴
史
的
存
在
で
あ
る
。
逸
亡
し 

て
現
存
し
な
く
て
も
古
写
本
に
よ
る
そ
の
奥
書
等
に
見
ゆ
る
伝
写

を
も
加
う
る
と,
——
1

「
真
蹟
本
」
—

「
尊
蓮
伝
写
本
」
〇

聘

冷 

辭
1

「
助
阿
伝
写
本;

「
高
田
本
」
(

蠶

笛

三

歳
) 

「
西
本
願
寺
本
」
嚴

辭

仁

ま

宗
)
I

「
存
覚
伝
写
本
」(

醫
 

帶

翼

百
)

と
次
第
し
て
考
え
ら
れ
る
か
と
思
う
。
こ
れ
等
諸
本 

に
つ
い
て
の
解
説
は
今
度
の
宗
祖
七
百
回
忌
の
大
御
遠
忌
の
記
念 

出
版
と
し
て
東
本
願
寺
か
ら
刊
行
さ
れ
た
国
宝
『
阪
東
本
教
行
信 

証
』
の
影
印
本
の
附
冊
と
し
て
出
版
を
見
た
『
勢0

聖
畝
国
宝
・
 

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
影
印
本
解
説
』
に
於
て
藤
島
教
授
が 

「
教
行
信
証
の
書
誌
」
と
題
し
て
書
い
て
お
ら
れ
る
か
ら
就
い
て 

見
ら
れ
た
い
。

必
要
な
点
だ
け
を
述
べ
る
。

そ

れ

は

『教
行
信 

証
』
の
解
明
の
上
に
於
い
て
歴
史
的
偉
業
と
も
言
う
べ
き
『
六
要 

鈔
』(

耘

魁

许

謀
)

の
撰
述
を
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
そ
の
前
後
を 

と
り
ま
く
『教
行
信
証
』
，

「
延
書
本
」
を
も
ふ
く
め
て
、
そ
れ 

は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
一
応
の
課
題 

に
価
す
る
と
思
う
。

㈠
 

元
亨
四
年
・
存
覚
時
に
三
十
五
歳
が
伝
写
す
る
ま
で
の 

『教
行
信
証
』
の
諸
種
の
伝
写
本
の
型
態
。

㈡
 

元
亨
四
年
頃
よ
り
『
六
要
』
完
成
の
延
文
五
年
頃
ま
で
の 

『教
行
信
証
』
の
諸
種
の
伝
写
本
の
型
態
。

㈢
 

い
わ
ゆ
る
「
六
要
所
依
本
」
あ
る
い
は
「
六
要
所
釈
本
」 

は
如
何
に
し
て
見
出
さ
れ
た
か
或
い
は
生
ま
れ
た
か
。
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三 

『
教
行
信
証
』
の
本
質
と
異
本 

す
で
に
し
ば
し
ば
言
う
如
く
、
親

鸞

の

『
教
行
信
証
』
は

「
浄 

土
の
真
実
」
す
な
わ
ち
「
本
願
」
を
そ
の
玄
底
に
た
た
え
て
、
主 

体
に
約
す
れ
ば
信
の
流
れ
で
あ
り
、
法
に
約
す
れ
ば
行
の
流
れ
で 

あ
る
。

「
雑
行
を
す
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
示
さ
れ
た
「
本
願
そ 

の
も
の
」

「
生
け
る
本
願
」

「
所
有
者
の
な
き
本
願
自
体
」
そ
れ 

が
説
示
さ
れ
る
時
に
「
番
号
」

が

つ

い

て

「
十
七
願
」 

「
十
八 

願
」
等
と
言
わ
れ
、
何
等
か
の
名
に
於
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

し
か
も
ま
た
こ
れ
な
く
し
て
は
「
本
願
」
は
此
世
の
も
の
と
は
な 

ら
ぬ
。
か
く
て
建
仁
入
信
の
「
帰
本
願
」
の
本
願
は
法
然
上
人
の 

「
教
」
に
於
て
番
号
以
前
の
本
願
す
な
わ
ち
零
号
本
願
が
親
鸞
に 

至
り
来
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
此
世
に
帰
れ
ば
選
択
本
願
と
名 

づ
け
ら
れ
て
、
そ
の
歴
史
を
作
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る 

親
鸞
的
な
る
も
の
の
出
発
は
此
処
か
ら
発
足
し
こ
れ
汇
帰
る
の
で 

あ
る
か
ら
『
教
行
信
証
』
の
本
質
も
こ
こ
に
あ
る
故
に
各
巻
の
冒 

頭
に
標
挙
と
し
て
願
名
が
記
さ
れ
た
の
も
自
然
の
道
理
で
あ
る
。 

本
願
に
限
り
な
き
が
故
に
そ
れ
に
摂
受
さ
れ
て
生
き
る
信
に
終
り 

は
あ
り
得
な
い
。

「
信
巻
」
の
終
尾
は
引
文
の
ま
ま
で
あ
っ
て
結 

び
の
言
葉
が
置
か
れ
て
な
い
の
も
、
こ
れ
道
理
の
自
然
の
姿
で
あ 

ろ
う
か
。
か
く
て
「
心
を
弘
誓
の
仏
地
に
樹
て
念
を
難
思
の
法
海

に
流
す
」
こ
の
現
行
自
体
が
教
行
信
証
と
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る 

か

ら

『教
行
信
証
』
は
こ
の
「
樹
心
弘
誓
」
の
一
念
を
は
な
れ
な 

い

「
流
情
」
の
流
れ
で
あ
る
。
聖

人

の

『教
行
証
文
類
』
は
元
仁 

を
過
る
頃
遠
か
ら
ず
し
て
一
度
び
選
述
と
し
て
の
形
を
な
し
た
で 

あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
今
日
の
『
阪
東
本
』
で
は
な 

い
。
そ
れ
は
訂
正
さ
れ
追
捕
さ
れ
削
除
さ
れ
改
編
さ
れ
生
か
さ
れ 

清
書
さ
れ
生
か
せ
る
限
り
前
の
書
写
を
生
か
し
つ
つ
漸
次
増
宏
さ 

れ
て
い
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

『
阪
東
本
』
で
は
ハ
十
五 

歳
を
突
破
す
る
聖
人
の
筆
蹟
を
見
得
る
の
で
あ
る
。

「
筆
写
本
」 

と
し
て
の
今
日
の
『
阪
東
本
』
の

「
成
り
た
ち
」
に
は
幾
多
の
問 

題
を
孕
ん
だ
ま
ま
に
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
阪
東
本 

を
資
料
と
し
つ
つ
『
教
行
信
証
』
の
本
質
と
そ
れ
が
一
つ
の
聖
人 

の
撰
述
と
し
て
発
足
し
、

一
旦
そ
れ
が
選
述
と
し
て
成
立
し
つ
つ 

も
猶
も
た
え
ず
増
補
さ
れ
て
愈
々
そ
の
本
質
た
る
宗
教
的
真
実
・
 

親
鸞
の
言
葉
を
以
て
言
え
ば
浄
土
の
真
実
す
な
わ
ち
「
本
願
」
を 

顕
し
つ
づ
け
て
生
き
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
晩
年
ま
で
及
ん
だ
。
茲 

に
存
覚
の
『
六
要
』
に
於
け
る
「
此
書
大
概
類
聚
の
後
、
聖
人
幾 

し
か
ら
ず
し
て
帰
寂
の
間
、
再
治
に
・
及
ば
ず:

：:

」
の
註
解
が
成 

立
す
る
根
拠
が
あ
る
と
思
う
。
撰
述
と
し
て
の
『教
行
信
証
』
は 

元
仁
を
す
ぐ
る
こ
と
い
く
ば
く
も
な
い
頃
に
成
立
し
つ
つ
も
撰
述 

と
し
て
晚
年
に
及
ぶ
ま
で
聖
人
係
念
の
聖
典
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
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度
を
重
ぬ
る
訂
正
増
補
が
そ
の
筆
蹟
の
様
態
に
よ
っ
て
も
窺
い
得 

る
。
本
質
的
な
表
現
を
以
て
す
れ
ば
、

一
な
る
浄
土
の
真
実
が
す 

な
わ
ち
本
願
が
「
教
」

「
行
」

「
信
」

「
証
」

「
真
仏
土
」

「
化 

身
土
」
の
六
法
の
影
像
を
と
っ
て
愈
々
「
入
一
法
句
」
の
道
を
顕 

わ
し
つ
づ
け
た
。
そ
れ
が
「
教
行
信
証
」
で
あ
る
。 

い
ま
こ
の
考
え
方
を
逆
に
し
て
、

『教
行
信
証
』
の
流
れ
を
遡 

源
し
て
撰
述
と
し
て
最
初
に
結
ば
れ
た
も
の
に
到
着
す
る
。
そ
れ 

を
仮
り
に
「
原
始
教
行
信
証
」
と
仮
に
名
づ
け
る
と
す
る
と
そ
れ 

か

ら

『
阪
東
本
』
に
い
た
る
撰
述
と
し
て
の
推
移
が
あ
る
わ
け
で 

あ
る
。
こ

の

『教
行
信
証
』
の
年
齢
の
い
つ
時
代
を
伝
写
す
る
か 

に
よ
っ
て
聖
人
の
真
蹟
を
「
母
本
」
と
し
乍
ら
も
種
々
の
異
本
が 

生
れ
う
る
道
理
で
あ
る
。

「
母
本
」
そ
の
も
の
が
成
長
し
て
、
形 

態
に
少
く
と
も
異
っ
た
も
の
多
少
あ
り
と
も
顕
れ
て
来
て
い
た
の 

で
あ
る
。
か
く
て
「
本
典
」
の
本
流
に
対
し
て
茲
に
支
流
の
系
統 

が
発
生
す
る
。
か
く
て
支
流
と
支
流
あ
る
い
は
更
に
そ
れ
と
次
期 

の
本
流
と
の
間
に
種
々
の
校
異
本
が
発
生
す
る
。
そ
の
間
に
書
写 

の
間
に
於
け
る
偶
然
な
る
誤
写
誤
脱
が
介
在
し
て
来
て
古
典
を
追 

求
す
る
者
に
と
っ
て
の
迷
路
が
展
開
し
て
来
る
わ
け
で
あ
る
。
さ 

ら
に
撰
述
者
自
身
に
偶
然
に
犯
し
た
錯
誤
も
あ
り
得
る
。
茲
に
古 

典
の
書
誌
学
的
研
究
は
、
あ
る
場
合
、
否!

ほ
と
ん
ど
の
場
合
に 

一
種
の
「
限
界
」

が
あ
る
と
思
う
。

こ
の
限
界
を
超
過
す
る
道

は
、
そ
の
古
典
の
「
真
な
る
形
態
」
又
は
尤
も
「
真
に
近
き
形
態
」 

あ
る
い
は
、
さ
ら
に
「
真
に
あ
る
べ
き
形
態
」
を
追
求
す
る
熱
意 

に
於
て
仏
道
に
於
け
る
「
親
鸞
的
方
法
」
が
身
に
つ
き
、
そ
れ
に 

於
て
そ
の
古
典
の
示
す
「
宗
教
的
真
実
」
が
生
き
て
来
る
こ
と
で 

あ
る
。
か
く
て
古
典
の
も
つ
書
誌
学
的
迷
路
を
解
脱
す
る
こ
と
が 

出
来
る
と
と
も
に
さ
ら
に
さ
ら
に
こ
れ
こ
そ
が
こ
の
古
典
が
撰
述 

さ
れ
た
目
的
に
契
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
古
典
が
そ
の
本
懐
を
果 

す
こ
と
で
も
あ
る
。
当
時
の
総
合
大
学
で
あ
っ
た
比
叡
の
霊
峰
か 

ら
新
し
い
時
代
の
宗
教
が
生
れ
て
仏
教
の
歴
史
を
荷
負
し
た
。
高 

野
の
真
言
は
、
今
に
そ
の
宗
の
名
に
於
て
生
け
る
も
の
を
示
し
て 

い
る
け
れ
ど
も
仏
教
の
歴
史
を
負
う
新
し
い
責
任
者
が
生
れ
な
か 

っ
た
。
何
故
か
。

一
に
は
地
理
的
理
由
に
も
よ
る
か
も
し
れ
な
い 

が
、
真
な
る
意
味
で
の
広
大
な
る
仏
学
の
貧
困
に
よ
る
の
で
な
か 

ろ
う
か
。
観
念
的
な
陳
述
に
始
終
し
て
資
料
に
よ
る
解
明
を
欠
い 

た
が
今
は
そ
の
い
と
ま
が
な
い
。
存
覚
の
「
六
要
依
用
本
」
あ
る 

い
は
「
六
要
所
釈
本
」
な

る

『
教
行
信
証
』
の

「
形
態
」
は
書
誌 

学
的
追
求
が
当
面
し
た
「
限
界
」

す
な
わ
ち
迷
路
を
透
過
し
て 

「
真
に
あ
る
べ
き
型
態
」

を
追
求
し
た
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
た 

「
校
訂
本
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
三
十
五
歳
書
写
の
存
覚
の
『
元 

亨
本
教
行
信
証
』
か
ら
所
謂
『
亠
ハ
要
依
用
本
』
に
到
達
す
る
熱
意 

は
稽
首
す
る
に
価
す
る
と
思
う
。 

(

未
完)
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