
源
信
・法
然
・親
鸞
の
伝
統

——
—
仮
名
法
語
に
よ
る
一
考
察
——

幡 

谷 

明

(

大

谷

大

学

助

教

授
) 

遠
く
釈
尊
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
念
仏
の
教
え
が' 

我
が
国
に
受
容
せ
ら
れ
、
土
着
化
し' 

真
に
庶
民
の
宗
教
と
し
て
確
立
す
る
に
至
る 

ま
で
に
は' 

幾
多
の
苦
難
に
充
ち
た
歴
史
が
あ
っ
た
。
そ
の
土
着
化
に
当
っ
て' 

極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
し
た
も
の
に
、 

仮
名
法
語
が 

あ
る
こ
と
は
、
既
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
所
で
あ
る
。

中
村
博
士
は
そ
れ
に
つ
い
て
、

「
カ
ナ
モ
ジ
仏
教
運
動
は' 

近
世
西
洋
の
宗
教
改
革
者
た
ち
が' 

民
衆
の
言
葉
を
も
っ
て
宗
教
書
を
著 

わ
し
た
の
と
対
比
さ
る
べ
き
で
あ
り' 

シ
ナ
中
世
の
禅
僧
が
、
俗
語
を
も
っ
て
禅
を
語
り' 

ヒ
ン
ズ
ー
教
の
民
衆
的
宗
教
家
が
サ
ン
ス
ク 

リ
ッ
ト
を
や
め
て' 

ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
や
ベ
ン
ガ
ル
語
や
タ
ミ
ル
語
な
ど
で' 

神
々
を
讃
嘆
し
た
歴
史
的
現
象
に
対
比
す
る
こ
と
も
可
能
で 

あ
る
」
と' 

そ
の
歴
史
的
意
義
の
重
要
性
を
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
。
事
実
、
仮
名
法
語
が
成
立
し
た
の
は' 

主
と
し
て
鎌
倉
新
仏
教
以
後 

で
あ
っ
て' 

そ
れ
以
前
の
奈
良
・
平
安
仏
教
に
お
い
て
は
、

殆
ん
ど
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
。

そ
の
点
に
つ
い
て
、

家
永
博
士
は
、

②
 

「
仏
教
古
典
の
伝
達
形
態
」
と
い
う
題
目
の
も
と
に
、
次
の
如
く
解
説
せ
ら
れ
て
い
る
。

「
蘇
我
氏
ら
の
豪
族
に
よ
っ
て' 

我
が
国
に
受
容
せ
ら
れ
た
仏
教
は' 

次
い
で' 

律
令
国
家
の
安
全
を
祈
禱
す
る
為
の
鎮
護
国
家
の
仏 

教
と
し
て
、
政
治
的
統
制
に
服
し
、
行
基
の
如
く
宗
教
と
し
て
の
本
義
で
あ
る
民
衆
の
教
化
に
専
心
す
る
者
は
、
権
力
に
よ
っ
て
弾
圧
さ 

れ
る
状
態
で
あ
っ
た
か
ら' 

護
国
経
典
の
注
釈
研
究
に
腐
心
す
る
他
は
な
か
っ
た
。
し
か
し' 

律
令
政
治
の
変
質
に
伴
い' 

仏
教
界
に
も 

源

信
-

法
然
・
競
鴛
の
伝
就 

一
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七
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新
し
い
運
動
が
起
り' 

伝

教

，
弘
法
の
如
く
独
創
的
な
思
想
展
開
を
遂
げ
た
盍
も
出
現
し
た
が
ゝ
そ
の
大
部
分
の
著
作
は
、
朝
廷
に
対
し 

て
、
新
し
い
宗
派
の
立
場
を
主
張
す
る
為
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
民
衆
に
深
く
語
り
か
け
て
ゆ
く
類
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す 

な
わ
ち
高
度
な
内
容
を
も
っ
た
教
義
書
は
、
咒

術

的

，
儀
礼
的
意
味
に
お
い
て' 

民
衆
殊
に
外
護
者
と
し
て
の
貴
族
階
級
に
受
容
れ
ら
れ 

た
が
、
思
想
的
な
意
味
に
お
い
て
庶
民
の
中
に
浸
透
し
て
ゆ
く
こ
と
に
は
、
尚
程
遠
か
っ
た
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
民
衆
の
苦 

悶
に
応
え
る
も
の
と
し
て
、
広
く
公
開
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
平
安
の
中
期
以
降
で
あ
り
、
源

信

の

『
往
生
要
集
』
は
、
仏
教
の
日
本 

化
を
示
す
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
。

(

更
に)

法
然
は
和
文
を
も
っ
て
そ
の
教
え
を
説
き
始
め
た
が' 

そ
れ
は
仏
教
が
僧
侶
や 

貴
族
だ
け
の
為
の
も
の
で
な
く
、

一
般
民
衆
の
為
の
福
音
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
」
と
。
 

何
れ
に
し
て
も' 

仮
名
法
語
の
も
つ
重
要
な
歴
史
的
役
割
に
つ
い
て
は' 

今
更
こ
こ
で
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
 

小
論
は' 

か
か
る
観
点
か
ら
、

与
え
ら
れ
た
『
歎
異
抄
の
世
界
』
と
い
う
課
題
か
ら
は
離
れ
る
よ
う
で
あ
る
が' 

源

信

の

『
横
川
法 

語
』
、
法

然

の

『
一
枚
起
請
文
』
、
親

鸞

の

『
自
然
法
爾
の
事
』
を
中
心
に
、
念
仏
の
伝
統
に
つ
い
て
窺
っ
て
み
た
い
と
思
っ
た
も
の
で
あ 

る
。

一

夫
一
切
衆
生
三
惡
道
を
の
が
れ
て
、
 

人
間
に
生
る
事' 

大
な
る
よ
ろ
こ
び
な
り
。
身
は
い
や
し
く
と
も
畜
生
に
お
と
ら
ん
や
。
家
ま 

づ
し
く
と
も
餓
鬼
に
は
ま
さ
る
べ
し
。
心
に
お
も
ふ
こ
と
か
な
は
ず
と
も' 

地
獄
の
苦
し
み
に
は
く
ら
ぶ
べ
か
ら
ず
。
世
の
す
み
う
き 

は
い
と
ふ
た
よ
り
な
り
。
人
か
ず
な
ら
ぬ
身
の
い
や
し
き
は
、
菩
提
を
ね
が
ふ
し
る
べ
な
り
。

こ
の
ゆ
ゑ
に
人
間
に
生
る
る
事
を
よ
ろ 

こ
ぶ
べ
し
。

信
心
あ
さ
く
と
も
本
願
ふ
か
き
が
ゆ
ゑ
に' 

賴
ば
か
な
ら
ず
往
生
す
。
念
佛
も
の
憂
け
れ
ど
も' 

唱
れ
ば
さ
だ
め
て
來
迎
に
あ
づ
か



る
功
德
莫
犬
な
り
。
此
ゆ
ゑ
に
本
願
に
あ
ふ
こ
と
を
よ
ろ
こ
ぶ
べ
し
。

又' 

妄
念
は
も
と
よ
り
凡
夫
の
地
體
な
り
。
妄
念
の
外
に
別
の
心
も
な
き
な
り
。
臨
終
の
時
ま
で
は
、

一
向
に
妄
念
の
凡
夫
に
て
あ 

る
べ
き
ぞ
と
こ
こ
ろ
え
て
念
佛
す
れ
ば
、
來
迎
に
あ
づ
か
り
て
蓮
台
に
の
る
と
き
こ
そ' 

妄
念
を
ひ
る
が
へ
し
て
さ
と
り
の
心
と
は
な 

れ
。
妄
念
の
う
ち
よ
り
申
し
い
だ
し
た
る
念
佛
は
、
濁
に
し
ま
ぬ
蓮
の
ご
と
く
に
し
て' 

決
定
往
生
う
た
が
ひ
有
べ
か
ら
ず
。
 

妄
念
を
い
と
は
ず
し
て
信
心
の
あ
さ
き
を
な
げ
き
て' 

こ
こ
ろ
ざ
し
を
深
く
し
て
常
に
名
號
を
唱
ふ
べ
し
。
 

こ
の
一
名
『
念
仏
法
語
』
と
も
呼
ば
れ
る
『
横
川
法
語
』
が
、
源
信
に
よ
っ
て
、
何
時
頃
書
か
れ
た
も
の
か' 

殊
に
四
十
四
歳
頃
の
撰
述 

と
さ
れ
て
い
る
『
往
生
要
集
』
と
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。
学
者
の
中
に
は
、
 

こ
れ
を
源
信
の
作
と
す
る
こ
と
に
疑
問 

を
も
ち' 

仮
名
法
語
の
先
駆
と
し
て
は
、
寧

ろ

『
来
迎
和
讚
』
を
と
り
挙
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る 

が
、

「
日
本
国
は
誠
に
如
来
の
金
言
た
り
と
雖
も
、
唯
仮
字
を
以
て
書
き
奉
る
べ
き
な
り
」
と
い
う
こ
と
が' 

源
信
の
確
信
で
あ
っ
た
と

③

い
う
こ
と
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
今
は
従
来
の
伝
統
に
従
っ
て
、

こ
れ
を
源
信
の
作
と
し
て
見
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
 

周
知
の
如
く
、
源
信
が
生
き
た
平
安
中
期
以
降
は' 

荘
園
の
不
在
地
主
と
し
て
土
地
か
ら
遊
離
し
た
貴
族
の
支
配
体
制
が
、
次
第
に
不 

安
定
に
な
っ
て
ゆ
き
、
そ
の
覆
い
隠
さ
れ
な
い
内
面
的
精
神
的
不
安
定
も' 

唯
単
に
現
世
の
繁
栄
を
祈
禱
す
る
の
み
で
は
満
足
し
得
な
く 

な
っ
て
い
っ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
う
し
た
社
会
的
変
動
期
に
お
い
て
暴
露
さ
れ
る
精
神
の
危
機
感
を' 

誰
れ
よ
り
も
深
く
聞
き
と
り' 

一
 

方
に
お
い
て
は' 

伝
教
の
指
向
し
た
天
台
教
学
の
組
織
的
体
系
化
と
い
う
課
題
に
取
組
み
つ
つ
、
他
方
に
お
い
て
は
、
時
代
の
要
求
に
答 

え
て
民
衆
仏
教
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
源
信
で
あ
っ
た
。

「
夫
れ
往
生
極
楽
の
教
行
は
、
濁
世
末
代
の
目
足 

な
り
」
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
書
き
起
さ
れ
た
『
往
生
要
集
』
は
、
そ
う
し
た
歴
史
的
課
題
を' 

「
予
が
如
き
頑
魯
の
者
」
と
い
う
深
い 

自
省
に
お
い
て' 

一
代
仏
教
に
問
い
尋
ね
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
場
合

「
広
く 

一
代
教
を
開
く
」
眼
目
と
な
っ
た
も
の
こ
そ'

「
念 

仏
の
一
門
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

源

信

，
法
然
・
親8

の
伝
統 

一
七
五



一
七
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し

か

し

『
要
集
』
に
お
け
る
念
仏
に
つ
い
て
は' 

通
常
一
般
に' 

「
根
機
の
劣
れ
る
者
を
勘
考
し
た
場
合
は
、
有
相
か
ら
無
相
へ
と
導

④
 

か
れ
る
称
名
念
仏
を
す
す
め
、
自
身
を
頑
魯
の
劣
機
に
置
き
つ
つ
も' 

理
念
の
観
念
の
念
仏
を
あ
く
ま
で
も
指
向
し
て
い
る
も
の
」
と
解 

釈
さ
れ
て
い
る
如
く
、
法
然
や
親
鸞
の
念
仏
に
比
し
て' 

純
一
性
を
欠
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り' 

殊
に
晩
年
七
十
亠
ハ
歳
頃
の
撰
述
と
さ 

れ

る

『
観
心
略
要
集
』
等
と
の
関
連
性
に
お
い
て
見
て
も' 

そ
の
曖
昧
性
を
否
む
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は' 

法
然 

の

『
要
集
』
観
に
も
見
ら
れ
る
処
で
あ
り' 

上

人

の

『
要
集
』
に
関
す
る
四
部
作
の
一
つ
で
あ
る
『
往
生
要
集
大
綱
』
で
は
、

一
方
に
お

〇⑤

い
て' 

「
此
の
要
集
の
意
は
、
助
念
仏
を
も
っ
て
決
定
の
業
と
す
る
か
」
と
云
っ
た
後
、
そ
の
一
方
で
は
、

「
往
生
要
集
の
意'

称
念
仏 

0 

〇
 @

を
も
っ
て
往
生
の
至
要
と
す
る
な
り
」
と
云
わ
れ
て
い
る
。
恐

ら

く

『
要
集
』
を

『
要
集
』
と
し
て
、
客
観
的
に
見
よ
う
と
す
る
立
場
か 

ら
す
れ
ば' 

前
の
如
く
解
釈
す
る
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
源
信
の
立
場
が' 

平
安
仏
教
の
特
色
と
云
わ
れ
る
融
会
思
想
の
上
に
成
立
つ 

て
い
る
こ
と
は' 

否
定
し
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
金
子
先
生
も' 

源
信
の
立
場
を' 

「
当
代
に
お
け
る
種
々
な
る
仏
教
思
想
を' 

純
な

⑦

る
道
念
の
中
に
融
会
せ
る
も
の
」
と
云
わ
れ
、
そ
れ
を
出
家
修
道
者
の
精
神
で
あ
る
菩
提
心
と
、
人
間
苦
を
経
験
す
る
在
家
信
者
の
心
情 

で
あ
る
厭
欣
心
と
の
帰
一
と
い
う
こ
と
の
上
に
指
摘
し' 

「
源
信
の
教
学
の
歴
史
的
意
味
は
、

一
方
に
は
出
家
修
道
者
に
道
念
の
破
綻
を 

反
省
せ
し
め
一
方
に
は
在
家
修
福
者
に
人
生
の
帰
趣
を
指
示
せ
る
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
そ
れ
こ
そ
は
、
正
し
く
弥
陀
の
第 

十
九
願
の
意
を
現
実
に
開
顕
せ
る
も
の
で
あ
る
」
と
論
証
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
慈
母
の
教
訓
に
導
か
れ
、
横
川
に
隠 

棲
し
て
、
時
代
の
苦
悶
の
中
に
自
己
の
出
離
を
問
う
て
い
っ
た
源
信
は' 

平
安
仏
教
に
お
け
る
真
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
っ
た
と
云
っ 

て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
源
信
の
真
意
を
見
出
し
た
の
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
法
然
で
あ
り' 

そ
れ
は
先
に
引
用
し
た
『
往
生
要
集
大
綱
』
に
お
い
て' 

前

者
で

は

「
助
念
仏
を
も
っ
て
要
集
の
意
と
す
る
か
」
と
、
推
量
の
言
葉
で
も
っ
て
表
わ
し
た
の
に
対
し
、
後
者
で
は' 

「
称
念
仏
を
も 

っ
て
往
生
の
至
要
と
す
る
な
り
」
と' 

断
言
の
言
葉
で
も
っ
て
顕
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
上
に
も
窺
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
で
は



法
然
は
如
何
に
し
て
か
か
る
断
言
を
な
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
決
択
を
な
し
た
根
拠
は' 

『
和
語
灯
録
』
に' 

「
わ
が
如
き
は
、
 

す
で
に
戒
定
慧
の
三
学
の
う
つ
わ
も
の
に
あ
ら
ず
、
こ
の
三
学
の
外
に
、
わ
が
心
に
相
応
す
る
法
門
あ
り
や
、
わ
が
身
に
た
え
た
る
修
行

⑨

や
あ
る
」
と
告
白
さ
れ
た
、
身
心
を
挙
げ
て
の
求
道
心
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち' 

「
予
が
如
き
頑
魯
の
者
」
と

い

う

『
要
集
』 

の
序
文
を
、
単
な
る
卑
謙
の
辞
と
し
て
見
逃
す
訳
に
は
い
か
ず
、
そ
れ
を
偽
り
な
き
自
己
の
現
実
と
し
て
凝
視
し
た'

「
十
悪
の
法
然
房
」 

「
愚
痴
の
法
然
房
」
に
よ
っ
て
の
み' 

『
要
集
』
に
お
け
る
念
仏
の
真
髄
は
看
破
さ
れ
得
た
の
で
あ
り' 

そ
れ
を
確
証
す
る
も
の
が' 

源 

信
が
指
南
と
し
た
道
綽
・
善
導
の
教
学
で
あ
っ
た
こ
と
は' 

今
更
云
う
ま
で
も
な
い
所
で
あ
る
。
冒
頭
に
引
用
し
た
『
横
川
法
語
』

は
、
 

ま
さ
し
く
そ
の
法
然
の
眼
に
少
し
の
狂
い
も
な
か
っ
た
こ
と
を' 

明
確
に
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
。

『
横
川
法
語
』
は
、⑴

人
界
受
生
に
つ
い
て
の
喜
び
、⑵

本
願
と
の
邂
逅
の
慶
び
、⑶

凡
夫
往
生
に
つ
い
て
の
確
信
、⑷

称
名
念
仏
の 

勧
励
と
い
う
四
項
に
分
け
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
、

「
夫
一
切
衆
生
三
悪
道
を
の
が
れ
て
、
人
間
に
生
る
事' 

大
な 

る
よ
ろ
こ
び
な
り:

：:

」
と
書
き
起
さ
れ
た
劈
頭
の
一
章
は' 

『
要
集
』

の
第
一
章
厭
離
穢
土
門
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
言 

う
ま
で
も
な
い
。
源
信
は
そ
こ
で
、
六
道
輪
廻
の
相
を
極
め
て
具
象
的
に
委
曲
を
尽
し
て
詳
説
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
唯
単
に
当
時
の
人 

・
に
対
し
て
、
因
果
の
道
理
を
知
ら
し
め
る
と
い
う
、
啓
蒙
的
意
図
か
ら
の
み
説
か
れ
た
も
の
で
は
な
く'

「
座
右
に
置
い
て' 

廃
忘
に 

備
え
ん
」
と
い
う
序
文
の
言
葉
の
如
く'

又
し
て
も
自
己
の
罪
障
の
深
さ
を
忘
れ
て' 

名
利
の
心
に
執
わ
れ
て
ゆ
く
自
身
を
照
す
玻
璃
鏡 

と
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
、

『
正
法
念
処
経
』
に
お
け
る
獄
率
の
言
葉
、
す
な
わ
ち' 

「
火
の
焼 

く
は
是
れ
焼
く
に
非
ら
ず
、
悪
業
乃
ち
是
れ
焼
く
な
り
」
と
い
う
一
句
の
上
に
、
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
源
信
に
と
つ 

て
三
悪
道
と
は' 

決
し
て
勧
善
徴
悪
の
為
の
巧
妙
な
手
段
と
云
っ
て
済
ま
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
こ
そ
は
最
も
具
体
的
な 

現
実
の
あ
り
の
ま
ま
の
相
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
法
語
』
に
示
さ
れ
た
人
界
受
生
の
喜
び
は' 

実
に
そ
の
現
実
に
対
し
て' 

深
い
怖
れ
と
お
の
の
き
を
感
ず
る
者
に
し
て
、
始
め
て
語
り
得
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
人
界
受
生
の
喜
び
は' 

源

信

，
法
然
・
親
鷺
の
伝
統 

一
七
七



一
七
ハ 

本
来
そ
の
内
面
に
欣
求
浄
土
と
い
う
、
究
極
的
世
界
を
志
願
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
業
縁
的
世
界
に
お
け
る
一
つ
一
つ
の
罪
障
の
深
さ 

が
、
発
菩
提
心
の
縁
と
し
て
見
開
か
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
源
信
は
そ
の
菩
提
心
に
つ
い
て
、

『
要
集
』
で
は
、
殊
に
縁
事
・
縁
理
の
四 

弘
誓
願
を
明
か
し
て
い
る
が' 

そ
こ
で
注
意
せ
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
を
基
盤
と
し
て
説
か
れ
て
い
る 

こ
と
で
あ
り
、
更
に
そ
の
四
弘
誓
願
の
成
就
は' 

極
楽
に
往
生
し
て
始
め
て
円
満
究
竟
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
、
願
生
道
に
帰
一
せ
し 

め
て
顕
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
如
く' 

一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
は
、
天
台
教
学
の
根
本
的
立
場
を
表
わ
す
標
幟
で
あ
り' 

源
信
に
と
っ
て
も
仏
道
実
践
の
大
前
提
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら' 

四
弘
誓
願
の
解
説
が
、
天
台
伝
統
の
法
門
に
立
脚
し
て
な
さ
れ 

て
い
る
と
し
て
も' 

そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
願
生
道
に
帰
一
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
処
に
は
、
単
に
天
台
法
門
に
依 

る
と
い
う
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
問
題
が
あ
る
箸
で
あ
る
。
そ
こ
に
吾
々
は' 

『
要
集
』
に
お
い
て
、

「
極
重
悪
人
」
と
云
い
、

『
法 

語
』
に
お
い
て
、

「
妄
念
は
も
と
よ
り
凡
夫
の
地
体
な
り
」
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
 

源
信
の
内
な
る
懺
悔
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

恐
ら
く
こ
の
世
に
対
し
て
深
い
断
念
を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
源
信
に
と
っ
て' 

一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
は
如
来
の
側
か
ら
す
る
衆
生 

へ
の
信
頼
感
と
し
て
受
取
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
親

鸞

が

「
正
信
偈
」
に
引
用
せ
ら
れ
た
「
煩
悩
に
眼
を
障
え
ら
れ
て
見
ざ 

れ
ど
も
、
大
悲
倦
む
こ
と
な
く
し
て' 

常
に
我
が
身
を
照
し
給
う
」
と
い
う
感
銘
深
い
『
要
集
』
の
言
葉
や'

『
法
語
』
に
お
け
る
、
「
信 

心
あ
さ
く
と
も
本
願
ふ
か
き
が
ゆ
ゑ
に
、
頼
ば
か
な
ら
ず
往
生
す
」
と
い
う' 

如
来
の
本
願
に
よ
る
救
済
に
対
し
て
の
絶
対
の
確
信
も' 

そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
と
も
角' 

吾
・
が
こ

の
『
法
語
』
に
お
い
て
見
出
す
も
の
は
、

「
妄
念
は
も
と
よ
り
凡
夫
の
地
体 

な
り
。
妄
念
の
外
に
別
の
心
も
な
き
な
り
。
臨
終
の
時
ま
で
は' 

一
向
に
妄
念
の
凡
夫
に
て
あ
る
べ
き
と
こ
こ
ろ
え
」
た' 

源
信
の
透
徹 

し
た
、
い
さ
さ
か
の
曇
り
も
な
い
人
間
観
と
、
そ
こ
に
開
か
れ
た' 

「
念
仏
も
の
憂
け
れ
ど
も' 

唱
れ
ば
さ
だ
め
て
来
迎
に
あ
づ
か
る
功 

徳
莫
大
な
り
」
と
い
う
、
本
願
の
約
束
に
対
す
る
絶
対
の
信
頼
感
で
あ
る
。

周
知
の
如
く'

源
信
に
お
い
て
は
、
臨
終
来
迎
と
い
う
こ
と
が
、
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
し
て' 

強
調
せ
ら
れ
て
い
る
。



源
信
ほ
、 

恐
ら
く
善
導
が
そ
う
で
あ
っ
た
如
く'

経
典
に
説
か
れ
た
臨
終
来
迎
の
教
え
を
そ
の
ま
ま
に
受
容
れ' 

仏
を
観
る
為
に
様
々
の 

工
夫
を
こ
ら
し
、
努
力
を
績
み
重
ね
た
に
違
い
な
い
。
源
信
の
著
作
や
教
化
活
動
は
、
そ
れ
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
が' 

そ
れ
は
金
子
先 

生
も
云
わ
れ
て
い
る
如
く
、
生
死
の
不
安
を
抱
え
て
生
き
る
身
を' 

胡
麻
化
す
こ
と
な
く
凝
視
し
続
け
た
こ
と
を
反
顕
す
る
も
の
で
あ
り 

臨
終
来
迎
を
説
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
人
間
の
大
地
性
に' 

密
着
し
て
生
き
た
こ
と
を
表
わ
す
も
の
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ 

ち
生
涯
無
常
感
に
徹
し
て
い
っ
た
源
信
に
と
っ
て
、
厭
離
穢
土'

欣
求
浄
土
と
い
う
こ
と
は' 

決
し
て
詠
嘆
的
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
か 

っ
た
の
で
あ
り
、
寧
ろ
そ
れ
は
真
の
現
実
肯
定
に
ま
で
深
め
ら
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
少

く
と

も

『
法 

語
』
の
中
に
見
出
さ
れ
る
も
の
は' 

徹
底
し
た
現
実
肯
定
の
世
界
で
あ
り
、
源
信
は
そ
こ
で
、
も
は
や
妄
念
を
捨
離
し
て
念
仏
せ
よ
と
教 

え
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
寧
ろ
そ
こ
で
は
、

「
妄
念
の
う
ち
よ
り
申
し
い
だ
し
た
る
念
仏
は
、
濁
に
し
ま
ぬ
蓮
の
ご
と
く
に
し
て
、
決 

定
往
生
う
た
が
ひ
有
べ
か
ら
ず
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

「
妄
念
を
い
と
は
ず
し
て
信
心
の
あ
さ
き
を
な
げ
き
て' 

こ
こ
ろ
ざ
し
を 

深
く
し
て
常
に
名
号
を
唱
う
べ
し
」
と
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
吾
代
は
こ
れ
と
全
く
同
じ
内
容
の
も
の
を' 

『
和
語
灯
録
』
に
記
さ
れ 

た
、
次
の
如
き
法
然
と
明
遍
と
の
問
答
の
中
に
も
、
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

「
欲
界
散
地
に
む
ま
れ
た
る
物
は
み
な
散
心
あ
り
。

散
心
を
す
て
て
往
生
せ
ん
と
い
は
ん
事' 

そ
の
こ
と
は
り
し
か
る
べ
か
ら
ず
。
 

散
心
な
が
ら
念
仏
申
す
物
が
往
生
す
れ
ば
こ
そ
、
め
で
た
き
本
願
に
て
は
あ
れ
。
」 

そ
こ
に
は' 

自
己
の
妄
念
分
別
に
対
す
る
一
切
の
計
度
分
別
の
放
下
が
示
さ
れ
て
お
り' 

唯

「
妄
念
は
凡
夫
の
地
体
な
り
」
と
決
択
し 

て
、
全
て
を
本
願
に
乗
托
す
る
決
断
だ
け
が
促
さ
れ
て
い
る
が
、
源
信
が
そ
こ
に
、

「
妄
念
を
い
と
は
ず
信
心
の
あ
さ
き
を
な
げ
き
て
」 

と
述
べ
て
い
る
の
は' 

親
鸞
に
よ
っ
て
「
正
信
偈
」(

源
信
章)

に
、

「
専
雑
の
執
心
浅
深
を
判
じ
、
報
化
二
土
正
し
く
弁
立
し
た
ま
ふ
」 

と
表
わ
さ
れ
た
如
く
、
源
信
に
と
っ
て
の
重
要
な
根
本
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

源

信

，
法
然
・
覩
鸞
の
伝
統 

一
七
九



一
入
〇

--

も
ろ
こ
し' 

我
が
朝
に' 

も
ろ
く
の
智
者
達
の
沙
汰
し
申
さ
る
ゝ
觀
念
の
念
に
も
非
ず
。
又' 

學
文
を
し
て
念
の
心
を
悟
り
て
申 

念
佛
に
も
非
ず
。
た
ヾ
往
生
極
樂
の
た
め
に
は' 

南
無
阿
彌
陀
佛
と
申
て
疑
な
く
往
生
す
る
ぞ
と
思
ひ
と
り
て
申
外
に
は
別
の
子
細
候 

は
ず
。
但' 

三
心
四
修
な
ん
ど
申
候
の
事
は' 

皆
決
定
し
て
南
無
阿
彌
陀
佛
に
て
往
生
す
る
ぞ
と
思
う
內
に
籠
り
候
也
。
此
外
に
お
く 

ふ
か
き
事
を
存
せ
ば
、
 

二
尊
の
あ
は
れ
み
に
は
づ
れ
、
本
願
に
も
れ
候
べ
し
。

念
佛
を
信
ぜ
ん
人
は' 

た
と
ひ
ー
代
の
法
を
能
々
學
す
と
も
、

一
文
不
知
の
愚
ど
ん
の
身
に
な
し
て' 

尼
入
道
の
無
智
の
と
も
が
ら 

に
同
じ
て
、
智
者
の
ふ
る
ま
ひ
を
せ
ず
し
て
、
唯
一
向
に
念
佛
す
べ
し
。

爲"

證
以
一
兩
手

印

淨
土
宗
の
安
心
起
行
此
一
紙
に
至
極
せ
り
。
源
空
が
所
存
此
外
に
全
く
別
義
を
存
せ
ず
。
滅
後
邪
義
を
ふ
せ
が
ん
が
爲
め
に
所
存
を 

記
し
畢
。

建
暦
二
年
正
月
二
十
三
日

源

空

在

判
 

法
然
の
果
し
た
思
想
史
的
役
割
に
つ
い
て
は' 

屢
・
十
六
世
紀
に
お
け
る
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
ー
テ
ル
の
宗
教
改
革
に
対
比
し
て' 

評
価 

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
承
安
五
年
四
十
三
歳
に
お
け
る
法
然
の
回
心
が
、
そ
れ
ま
で
の
既
成
仏
教
の
終
末
を
告
げ
る
も
の
で
あ
り
、
根 

本
的
な
価
値
転
換
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
重
要
な
契
機
を
な
す
も
の
が
既
に
源
信
も
横
川
に
あ
っ
て
深
く 

予
知
し
て
い
た
、
 

末
法
と
い
う
危
機
感
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
法
然
に
と
っ
て
末
法
と
は' 

最
早
単
に
歴
史
の
変 

動
の
底
に
予
知
さ
れ
る
こ
と
に
留
る
も
の
で
は
な
く'

そ
れ
こ
そ
は
自
己
が
現
に
そ
こ
に
立
っ
て
い
る
現
実
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ



た
。
故
に
法
然
に
と
っ
て
ゝ
仏
教
の
存
在
価
値
を
決
定
付
け
る
も
の
は
ゝ
「
誰
れ
で
も
」
、
「
何
時
で
も
」
、
「
何
処
で
も
」
と
い
う
三
つ
の 

条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
か
如
何
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
三
つ
の
条
件
が' 

法
然
の
行
っ
た
宗
教
批
判
の
根
本 

原
則
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
三
原
則
は'

『
選
択
集
』
の
「
本
願
章
」
に
明
ら
か
な
如
く
、
既
に
源
信
が
『
往
生
要
集
』
に
お

⑫

い
て
念
仏
一
門
を
選
取
す
る
に
当
っ
て
根
本
原
則
と
し
て
取
り
挙
げ
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
遡
れ
ば
、
法
然
の
回
心
に
対
し
て
決
定
的
意 

⑬

義
を
齎
ら
し
た
、
善

導

の

「
散
善
義
」
に
お
け
る
、 

「
行
住
坐
臥' 

時
節
の
久
近
を
問
わ
ず
」
と
い
う
文
の
上
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ 

る
。

法
然
は
そ
れ
を
継
承
し' 

そ
こ
に
立
脚
し
て
、

大
胆
な
宗
教
批
判
を
行
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
具
体
的
な
内
容
を
示
す
も
の
が
、
 

「
本
願
章
」
に
お
い
て
明
か
さ
れ
た
。⑴

伽
藍
仏
教
の
否
定
、
 
⑵

学
僧
秀
才
の
否
定
、
 
⑶

多
聞
多
見
の
否
定
、⑷

持
戒
持
律
の
否
定
に
他 

な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
法
然
は
そ
こ
で
、
貧
窮
困
乏
の
者' 

愚
鈍
下
智
の
者
、
少
聞
の
者
、
破
戒
無
戒
の
者
と
い
う
人
間
の
救
済
を 

問
う
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
人
間
を
摂
取
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば' 

如
何
に
自
ら
の
立
場
が
最
勝
の
法
で
あ
る
こ
と
を
弁 

証
し
よ
う
と
も' 

そ
れ
は
凡
て
空
し
い
自
慰
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
断
言
す
る
の
で
あ
る
。

周
知
の
如
く
、

「
易
往
而
無
人
」
と
い
う
こ
と
は
、
釈
尊
の
教
説
せ
ら
れ
た
処
で
あ
り' 

難
易
二
道
と
い
う
こ
と
は' 

龍
樹
以
来
浄
土 

教
の
根
本
的
立
場
と
し
て
主
張
せ
ら
れ
て
来
た
処
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
い
処
で
は' 

源

信

の

『
往
生
要
集
』

の
上
に
も
見
出
さ
れ
る
も
の 

で
あ
り
、
念
仏
が
易
行
と
し
て
選
取
さ
れ
た
処
に
は
、

「
予
が
如
き
頑
魯
の
者
」
と
も
、

「
極
悪
深
重
の
凡
夫
」
と
も
表
わ
さ
れ
る
、
業 

障
に
対
す
る
酷
し
い
痛
み
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
見
て
来
た
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
尚
未
だ
、 

そ
の
易
行
な
る
も
の
こ
そ' 

最
勝
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
明
確
に
打
出
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
法
然
に
与
え
ら
れ
た
根
本
の
課
題
で 

あ
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
恐
ら
く
聖
道
門
の
側
か
ら
す
れ
ば' 

難
易
と
い
う
立
場
に
お
い
て
は
、
念
仏
の
易
行
な
る 

こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
対
し
て
、
何
等
の
躊
躇
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
摂
論
学
派
の
別
時
意
の
論
難
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
如
く 

何
処
ま
で
も
懈
怠
な
凡
夫
の
為
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て' 

勝
劣
と
い
う
立
場
に
立
つ
限
り
は
、
劣
な
る
も
の
と
し
て
顧
み
る
必 

源
信
，
法
然
，
親
馬
の
伝
統 

-
A
-



ー
八
二 

要
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
何
時
ま
で
も
、
そ
う
し
た
法
執
の
世
界
に
立
留
る
こ
と
を
許
さ
な
い
も
の
は
、
末
法
と 

い
う
疑
う
こ
と
の
出
来
な
い
厳
然
た
る
事
実
で
あ
り' 

そ
こ
に
立
脚
す
る
以
上
、
勝
劣
と
い
う
こ
と
は' 

難
易
と
離
れ
て
考
え
ら
れ
る
も 

の
で
は
な
く
、
難
易
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
云
い
換
え
れ
ば
、
易
行
と
し
て
の
念 

仏
が
、
 

如
来
の
本
願
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
そ
の
こ
と
の
上
に
、
勝
法
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
が
あ
る
の
で
、
も
し
易
行
と
い
う
具
体
的
事 

実
と
別
個
に
、
勝
劣
が
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
理
と
し
て
語
ら
れ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
選
択
集
』
は
、
ま 

さ
し
く
そ
う
し
た
課
題
に
答
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
『
選
択
集
』
の
中
心
は
「
本
願
章
」
に
見
出
さ
れ
る
も
の
と
云
う

⑮
 

べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

か
く
て
法
然
は
、
非
公
開
と
い
う
態
で
は
あ
っ
た
が
『
選
択
集
』
に
よ
っ
て
浄
土
宗
の
独
立
を
宣
言
す
る
と
共
に
、
積
極
的
に
民
衆
の 

上
に
語
り
か
け
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
法
然
の
面
目
は
、

『
和
語
灯
録
』
等
に
輯
録
さ
れ
て
い
る
数
多
く
の
法
語
の
上
に
見
出 

す
こ
と
が
出
来
る
。
今
は
そ
れ
等
の
中
か
ら' 

『
一
枚
起
請
文
』
を
採
り
挙
げ
、
法
然
の
立
場
を
窺
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
 

こ

の

『
法
語
』

の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
、
終
焉
を
目
前
に
控
え
ら
れ
た
上
人
が' 

昵
懇
の
弟
子
勢
観
房
源
智
の
要
請
に
応
じ
て
、
浄 

土
門
の
肝
要
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
と
云
わ
れ
、

一
説
に
は
顕
智
の
伝
承
す
る
『
浄
土
随
聞
記
』
の
結
論
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
も
云

⑯

わ
れ
て
い
る
。
故
に
こ
れ
は
法
然
の
遺
言
と
云
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
例
え
そ
れ
が
顕
智
と
い
う
学
識
豊
か
な
有
力
な
門
弟
に
対
す
る
教 

示
で
あ
る
と
は
云
え
、
奥
書
に
も
記
さ
れ
て
い
る
如
く
、
法
然
の
信
条
の
凡
べ
て
が
そ
こ
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 

周
知
の
如
く
、
法
然
に
よ
る
宗
教
改
革
は
、
中
国
・
日
本
に
わ
た
っ
て
、
実
に
長
い
間' 

仏
教
の
本
流
と
し
て
主
張
せ
ら
れ
て
来
た
、
 

観
勝
称
劣
と
い
う
立
場
に
対
し
て
、
根
本
的
な
批
判
を
行
い' 

称
名
念
仏
に
よ
る
庶
民
の
救
済
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
浄
土
宗
の 

根
本
的
立
場
で
あ
る
如
来
の
選
択
本
願
こ
そ
は
、
仏
教
の
歴
史
を
そ
の
根
柢
か
ら
支
え
て
来
た
も
の
で
あ
る
と
い
う' 

新
仏
教
史
観
を
確 

立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遂
行
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
こ
の
『
一
枚
起
請
文
』
の
核
心
を
な
す
も
の
で
も
あ
る
が' 

こ
こ
で
は
称
名
念
仏
の
意



義
が' 

特
に
愚
者
の
道
と
し
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
法
然
が
徹
底
し
て
否
定
し
去
っ
た
も
の
は
、
 

宗
教
家
や
知
識
人
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
意
識
で
あ
っ
た
。
そ

れ

は

『
末
燈
鈔
』
に
記
さ
れ
た
、
 

次
の
一
節
に
も
見
ら
れ
る
処
で
あ
る
。
 

「
故
法
然
上
人
は' 

「
浄
土
宗
の
人
は
愚
者
に
な
り
て
往
生
す
」
と
候
ひ
し
こ
と
を
、
確
に
承
り
候
ひ
し
上
に
、
物
も
覚
え
ぬ
あ
さ
ま 

し
き
人
々
の
参
り
た
る
を
御
覧
じ
て
は' 

「
往
生
必
定
す
べ
し
」
と
て
笑
ま
せ
た
ま
ひ
し
を
見
ま
ゐ
ら
せ
候
ひ
き
。
文
沙
汰
し
て
さ
が
さ 

が
し
き
人
の
参
り
た
る
を
ば
、
「
往
生
は
い
か
が
あ
ら
ん
ず
ら
ん
」
と
確
に
承
り
き
。
今
に
い
た
る
ま
で
思
ひ
あ
は
せ
ら
れ
候
ふ
な
り
。
」 

人
間
の
知
識
教
養
と
か
信
念
と
云
っ
た
も
の
が
、
生
死
の
問
題
に
対
し
て
は
、
何
等
の
手
助
け
と
も
な
り
得
な
い
こ
と
を
、

「
智
慧
の 

法
然
房
」
と
ま
で
称
讚
さ
れ
た
法
然
は
、
身
を
も
っ
て
知
り
抜
い
て
い
た
。
そ
れ
故
に
、

「
文
沙
汰
し
て
さ
が
さ
が
し
き
人
の
参
り
た
る 

を
ば
、
往
生
は
い
か
が
あ
ら
ん
」
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
法
然
は
自
ら
も
「
十
悪
の
法
然
房
」

「
愚
痴
の
法
然
房
」
と 

名
告
っ
た
許
り
で
な
く
、
顕
智
の
如
き
門
弟
に
対
し
て
も
愚
者
に
な
れ
と
勧
め
て
い
る
が
、
そ
こ
で
愚
者
と
云
っ
て
い
る
の
は' 

伝
教
が 

願
文
に
お
い
て' 

「
愚
が
中
の
極
愚
、
狂
が
中
の
極
狂
、
塵
禿
の
有
情
、
 

底
下
の
最
澄
」
と
表
白
し
て
い
る
が
如
き
、
謙
虚
な
自
己
自
身 

の
内
省
に
お
け
る
愚
者
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
法
然
が
「
愚
痴
の
法
然
房
」
と
名
告
っ
た
の
は' 

酷
し
い
内
観
の
立
場
に
お 

い
て
で
あ
る
が
、
法
然
が
愚
者
に
な
れ
と
云
っ
て
い
る
処
に
は
、
戦
乱
の
世
に
あ
っ
て
生
死
の
苦
難
に
あ
え
い
で
い
る
民
衆
の
姿
が
、
あ 

り
の
ま
ま
に
受
止
め
ら
れ
て
い
た
と
云
っ
て
よ
い
の
で
な
か
ろ
う
か
。
恐
ら
く
法
然
に
と
っ
て
愚
者
と
は
、
形
而
上
学
的
に
詮
索
さ
れ
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
く
、
宿
業
の
大
地
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く'

そ
こ
に
密
着
し
て
生
き
て
い
る
、
具
体
的
な
民
衆
を
指
し
示 

し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

法
然
は
そ
の
愚
者
の
生
き
る
道
と
し
て' 

「
た
だ
往
生
極
楽
の
た
め
に
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
て
疑
な
く
往
生
す
る
ぞ
と
思
ひ
と
り 

て
申
外
に
は
別
の
子
細
候
は
ず
」
と' 

端
的
に
自
ら
の
信
条
を
表
明
し
て
い
る
が' 

そ
れ
は
何
処
ま
で
も
「
思
ひ
と
る
」
と
云
う
言
葉
に 

よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
如
く'

飽
く
ま
で
も
宗
教
的
決
断
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り'

『
歎
異
抄
』
に
お
い
て'

「
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た 

源
信
，
法
然
，
親
矯
の
伝
統 
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ハ
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だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と' 

よ
き
人
の
仰
せ
を
か
ふ
む
り
て
信
ず
る
ほ
か
に' 

別
の
子
細
な
き
な
り
」
と
示
さ 

れ
て
い
る
如
く'

親
鸞
も
亦
、
そ
の
一
句
に
尽
く
さ
れ
る
師
教
の
上
に' 

何
れ
の
行
も
及
び
難
き
身
と
し
て
の
自
己
の
全
体
を
、
決
断
し

⑱
 

て
乗
托
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
曾
我
先
生
が
、

「
教
相
が
あ
っ
て
安
心
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
安
心
が
あ
っ
て
教
相
が
あ
る
」 

と
云
わ
れ
て
い
る
如
く
、
自
ら
の
宿
業
を
通
し
て
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
仏
教
の
真
理
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ 

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は' 

法
然
が
こ
こ
で' 

「
三
心
四
修
な
ん
ど
申
候
の
事
は' 

皆
決
定
し
て
南
無
阿
弥
陀
に
て
往
生
す
る
ぞ
と
思
う
内
に
籠
り 

候
な
り
」
と' 

智
具
の
三
心
を
斥
け
て' 

行
具
の
三
心
の
み
を
説
い
て
い
る
こ
と
の
上
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
法
語
は' 

『
拾
遺
語 

灯
録
』
に
輯
録
さ
れ
た' 

東
大
寺
十
問
答
の
中
に' 

次
の
如
く
説
か
れ
て
い
る
も
の
に
相
応
す
る
。

「
三
心
に
智
具
の
三
心
あ
り
、
行
具
の
三
心
も
り
。
智
具
の
三
心
と
い
ふ
は
、
諸
宗
修
学
の
人
、
本
宗
の
智
を
も
て
信
を
と
り
が
た
き 

を
、
経
論
の
明
文
を
出
し
、
解
釈
の
お
も
む
き
を
談
じ
て
、
念
仏
の
信
を
と
ら
し
め
ん
と
て
と
き
給
へ
る
也
。
行
具
の
三
心
と
い
ふ
は
、
 

一
向
に
帰
す
れ
ば
至
誠
心
也' 

疑
心
な
き
は
深
心
也' 

往
生
せ
ん
と
お
も
ふ
は
廻
向
心
也
。
か
る
が
ゆ
へ
に
一
向
念
仏
し
て
、
う
た
が
ふ 

お
も
ひ
な
く
往
生
せ
ん
と
お
も
ふ
は
行
具
の
三
心
也
。
五

念

・
四
修
も
一
向
に
信
ず
る
物
に
は
自
然
に
具
す
る
也
。
」 

法

然

は

『
選
択
集
』
を
始
め
、
随
所
に
お
い
て
、
三
心
を
具
足
す
べ
き
こ
と
を
説
き' 

自
ら
の
領
解
を
論
述
し
て
い
る
が
、
法
然
の
言 

わ
ん
と
し
た
処
は' 

と
も
角
も
念
仏
す
る
こ
と
、
 

そ
れ
が
生
死
の
世
界
を
生
き
て
ゆ
く
者
に
と
っ
て
の
大
前
提
で
あ
り' 

念
仏
さ
え
称
え 

て
お
れ
ば
、
凡
べ
て
は
そ
こ
に
自
然
に
廻
向
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
、
念
仏
し
て
も
そ
こ
に
如
実
の
信
が
伴
わ 

な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
無
意
味
で
あ
る
と
云
っ
た
理
論
は' 

法
然
に
と
っ
て
は
、
凡
そ
念
仏
せ
ざ
る
者
の
戯
論
に
し
か
過
ぎ
な
い
も
の
で 

な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



三

獲
字
は
、
因
位
の
と
き
う
る
を
獲
と
い
ふ
。
得
字
は
、
果
位
の
と
き
に
い
た
り
て
う
る
こ
と
を
得
と
い
ふ
な
り
。
名
字
は' 

因
位
の 

と
き
の
な
を
名
と
い
ふ
。
號
字
は
、
果
位
の
と
き
の
な
を
號
と
い
ふ
。

自
然
と
い
ふ
は
、
自
は
お
の
づ
か
ら
と
い
ふ
、
行
者
の
は
か
ら
い
に
あ
ら
ず
、
し
か
ら
し
む
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
。
然
と
い
ふ
は
 ゝ

し
か
ら
し
む
と
い
ふ
こ
と
ば
、
行
者
の
は
か
ら
い
に
あ
ら
ず
、
如
來
の
ち
か
ひ
に
て
あ
る
が
ゆ
へ
に
。
法
爾
と
い
ふ
は
、
こ
の
如
來
の 

お
む
ち
か
ひ
な
る
が
ゆ
へ
に
、
し
か
ら
し
む
る
を
法
爾
と
い
ふ
。
法
爾
は
、

こ
の
お
む
ち
か
ひ
な
る
ゆ
へ
に
、
す
べ
て
行
者
の
は
か
ら 

ひ
の
な
き
を
も
て
ゝ
こ
の
法
の
と
く
の
ゆ
へ
に
し
か
ら
し
ぎ
と
い
ふ
な
り
。
す
べ
て
、
人
の
は
じ
め
て
は
か
ら
は
ざ
る
な
り
。
こ
の
ゆ 

へ
に
他
力
に
は
、 

義
な
き
を
義
と
す
ゝ
と
し
る
べ
し
と
な
り
。
自
然
と
い
ふ
は
、
も
と
よ
り
し
か
ら
し
む
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
。
彌
陀 

の
御
ち
か
ひ
の
、
も
と
よ
り
行
者
の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
し
て
、 

南
無
阿
彌
陀
佛
と
た
の
ま
せ
た
ま
ひ
て
ゝ
汀
か
へ
む
と
は
か
ら
は
せ 

た
ま
ひ
た
る
に
よ
り
て
ゝ
行
者
の
よ
か
ら
む
と
も
、
あ
し
か
ら
む
と
も
お
も
は
ぬ
を
、
 

自
然
と
は
ま
ふ
す
ぞ
と
き
ゝ
て
候
。
ち
か
ひ
の 

や
う
は 

無
上
佛
に
な
ら
し
め
む
と
ち
か
ひ
た
ま
へ
る
な
り
。
無
上
佛
と
ま
ふ
す
は
、
か
た
ち
も
な
く
ま
し
ま
す
。
か
た
ち
の
ま
し
ま 

さ
ぬ
ゆ
へ 

に
自
然
と
は
ま
ふ
す
な
り
。
か
た
ち
ま
し
ま
す
と
し
め
す
と
き
に
は
、
 

無
上
涅
槃
と
は
ま
ふ
さ
ず
。
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ぬ 

や
う
を
し
ら
せ
む
と
て
、
は
じ
め
て
彌
陀
佛
と
ぞ
き
ゝ
な
ら
ひ
て
候
。
み
だ
佛
は
自
然
の
や
う
を
し
ら
せ
む
れ
う
な
り
。
こ
の
道
理
を 

こ
こ
ろ
え
つ
る
の
ち
に
は
、 

こ
の
自
然
の
こ
と
は
、 

つ
ね
に
さ
た
す
べ
き
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。

つ
ね
に
自
然
を
さ
た
せ
ば
ゝ
義
な
き 

を
義
と
す
と
い
ふ
こ
と
は
ゝ
な
ほ
義
の
あ
る
に
な
る
べ
し
。

こ
れ
は
佛
智
の
不
思
議
に
て
あ
る
な
り
。

愚

禿

親

議

ハ

十

六

歲 

正

嘉

二

歲

戊

午

十

二

月

日

善

法

房

僧
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、

三
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と

み

の

こ

う
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の

御

房

に

て

聖

人

に

あ

い

ま

い

ら

せ

て

の

き

き

が

き
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そ

の

と

き
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こ 

れ

を

か

く

な

り

。

源

信

・
法

然

・
親
鸞
の
伝
統 

一
ハ
五



一
八
六 

法
然
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
愚
者
の
道
を' 

生
涯
か
け
て
黙
々
と
步
み
続
け
た
の
が
、
愚
禿
親
鸞
で
あ
る
。
 

親
鸞
は
、

一
方
に
お
い
て
、

『
教
行
信
証
』
を
始
め
と
す
る
漢
文
の
撰
述
書
に
よ
っ
て
、
浄
土
真
宗
の
教
学
を
確
立
し
、

『
選
択
集
』 

付
属
の
課
題
に
答
え
る
と
共
に
、

一
方
に
お
い
て
は
、

『
唯
信
鈔
文
意
』
や

『
消
息
』
等
の
仮
名
法
語
に
よ
っ
て
、
田
舎
の
愚
痴
・
無
智 

の
同
朋
に
対
し
、

懇
・
と
如
来
の
本
願
の
確
か
さ
を
語
り
続
け
て
い
っ
た
。

今
そ
れ
等
数
多
く
の
著
作
の
中
か
ら' 

源

信

の

『
横
川
法 

語
』
や
、
法

然

の

『
一
枚
起
請
文
』
に
対
応
す
る
も
の
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、

『
獲
得
名
号
自
然
法
爾
』(

以
下
、
自
然
法
爾
章
と
す
る)

を 

採
り
挙
げ
る
の
が
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
自
然
法
爾
章
』!
1

室
町
以
後
用
い
ら
れ
た
呼
称!

は
、
『
末
燈
鈔
』
第
五
通
！
!

こ
れ
に
は
冒
頭
の
獲
得
名
号
の
部
分
を
欠
く!

と
文
明 

版

の

『
正
像
末
和
讚
』

の
終
り
と
の
二
本
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
専
修
寺
蔵
顕
智
本
の
奥
書
に
あ
る
如
く
、
聖
人
が
晩
年
ハ
十

&
 

六
歳
の
時
に
話
さ
れ
た
も
の
を
、
顕
智
が
筆
録
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
し
く
の
法
語
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
法

然

の

『
ー
 

枚
起
請
文
』

の
成
立
事
情
を
想
い
起
さ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

今
ち
な
み
に
、
こ
の
法
話
が
な
さ
れ
た
正
嘉
二
年(

ニ
ー
五
八)

ハ
十
六
歳
前
後
に
お
け
る
、

聖
人
の
撰
述
の
跡
を
見
て
み
る
と
、

善 

鸞
と
の
義
絶
が
行
わ
れ
た
、
建
長
七
年
か
ら
翌
正
嘉
元
年
に
か
け
て
、
法
然
上
人
の
言
行
録
で
あ
る
『
西
方
指
南
抄
』

の
輯
録
書
写
が
行 

わ
れ
て
お
り
、
翌
正
嘉
二
年
に
は
法
然
上
人
の
『
三
部
経
大
意
』
が
書
写
さ
れ
て
お
り
、
更
に
そ
の
翌
年
の
正
元
元
年
に
は
『
選
択
集
延 

書
』

の
書
写
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
に
吾
々
は
終
焉
を
間
近
に
せ
ら
れ
た
聖
人
が
、
晩
年
如
何
に
恩
師
法
然
の
師
教 

を
味
読
す
る
こ
と
に
心
掛
け
て
お
ら
れ
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り'

『
自
然
法
爾
章
』
も
亦'

「
き
き
て
候
」
と

か

「
き 

き
な
ら
ひ
て
候
」
と
い
う' 

文
中
の
語
句
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
如
く
、
師
教
の
恩
徳
を
讚
仰
せ
ら
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
知 

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
法
語
の
主
題
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
、
念
仏
成
仏
の
自
然
な
る
こ
と
を
顕
わ
す
こ
と
に
あ
り
、
吾
々
凡
夫
が
念
仏
し
て
浄
土
に
往



生
し' 

阿
弥
陀
と
同
じ
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
開
く
身
と
な
る
の
は' 

凡
べ
て
如
来
の
願
力
自
然
の
働
き
に
依
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
 

徹
底
し
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

親
鸞
に
お
い
て
、
自
然
と
い
う
言
葉
が
、
如
何
に
重
要
視
さ
れ
て
い
た
か
は
、
著
述
の
随
所
に
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ 

っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
既
に
先
哲
に
依
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く'

浄
土
真
宗
正
依
の
経
典
で
あ
る
『
大
無
量
寿
経
』
に
、
基 

因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち' 

『
大
無
量
寿
経
』

に
は' 

自
然
の
語
が
三
十
七
箇
所
に
わ
た
っ
て
示
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
殆
ん 

ど
は' 

究
極
の
さ
と
り
の
境
地
で
あ
る
無
上
涅
槃
の
徳
を
顕
わ
す' 

無
為
自
然
の
意
味
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
が
、
親
鸞
は
そ
の
中
か 

ら
唯
一
箇
所
、

下
巻
の
三
毒
段
に
説
か
れ
た
、

「
必
ず
超
絶
し
て
去
る
こ
と
を
得
て
、

安
養
国
に
往
生
し
て
、

横
に
五
悪
趣
を
截
り' 

悪
趣
自
然
に
閉
じ
ん
、
道
に
昇
る
に
窮
極
な
し
、
往
き
易
く
し
て
人
無
し
、
其
の
国
逆
違
せ
ず' 

自
然
の
牽
く
所
な
り
」(

信
巻
訓)

と
い 

㉑う
、
古

来

『
大
無
量
寿
経
』

の
眼
目
と
も
云
わ
れ
る
経
文
に
注
意
し
、
そ
こ
に
願
力
自
然
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
に
よ
り
、
そ

れ

を

『
尊 

号
真
像
銘
文
』
に
お
い
て
詳
細
に
解
説
せ
ら
れ
て
い
る
。
今' 

自
然
の
語
に
関
す
る
註
釈
の
部
分
の
み
を
摘
出
す
る
と
、
凡
そ
次
の
如
く 

で
あ
る
。

「
横
は
よ
こ
さ
ま
と
い
ふ' 

よ
こ
さ
ま
と
い
ふ
は
如
来
の
願
力
を
信
ず
る
ゆ
へ
に
行
者
の
は
か
ら
い
に
あ
ら
ず' 

五
悪
趣
を
自
然
に
た 

ち
て
、
四
生
を
は
な
る
る
を
横
と
い
ふ
、
他
力
と
ま
ふ
す
な
り
……

悪
趣
自
然
閉
と
い
ふ
は
願
力
に
帰
命
す
れ
ば
五
道
生
死
を
と
づ
る
ゆ 

へ
に
自
然
閉
と
い
ふ
な
り' 

閉
は
と
づ
と
い
ふ
、
本
願
の
業
因
に
ひ
か
れ
て
自
然
に
安
楽
に
む
ま
る
る
な
り
。
……

真
実
信
を
え
た
る
人 

は
大
願
業
力
の
ゆ
へ
に
自
然
に
浄
土
の
業
因
た
が
は
ず
し
て
、
か
の
業
力
に
ひ
か
る
る
ゆ
へ
に
ゆ
き
や
す
く
、
無
上
大
涅
槃
に
の
ぼ
る
に

〇
 

〇 

。
。

㉒
 

き
わ
ま
り
な
し
と
の
た
ま
へ
る
な
り
、
し
か
れ
ば
自
然
之
所
牽
と
ま
ふ
す
な
り
、
他
力
の
至
心
信
楽
の
業
因
の
自
然
に
ひ
く
と
な
り
。
」 

こ

の

『
自
然
法
爾
章
』
も
、

『
銘
文
』
に
繰
返
し
反
復
し
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
、
如
来
の
大
願
業
力
に
よ
っ
て
成
就
せ
ら
れ
る
現
生 

不
退
の
立
場
を
表
わ
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

源
信
・
法
然
・
親
鸞
の
伝
統 

一
ハ
七



一
 A
A
 

周
知
の
如
く'

自
然
の
語
に
は' 

業
道
自
然
，
願
力
自
然
・
無
為
自
然
の
三
自
然
の
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
る
が' 

吾
々
に
と
っ
て
の
衷 

心
の
課
題
は' 

与
え
ら
れ
た
業
道
自
然
の
世
界
を' 

真
に
業
道
自
然
と
信
知
し
て
生
き
る
と
い
う
、
人
生
に
つ
い
て
の
深
い
自
覚
を
身
に 

つ
け
る
こ
と
に
あ
る
。

『
末
燈
鈔
』(

第
六
通)

に
は
、

「
何
よ
り
も
去
年
今
年
、
老
少
男
女
多
く
の
人
々
の
死
に
あ
ひ
て
候
ふ
ら
ん
こ
と 

こ
そ
あ
は
れ
に
候
へ
ヽ
た
だ
し
生
死
無
常
の
理
く
は
し
く
如
来
の
説
き
お
か
せ
在
し
ま
し
て
候
ふ
上
は
驚
き
思
召
す
べ
か
ら
ず
候
。:

：:

」 

と
い
う' 

業
道
自
然
に
随
順
し
て
生
き
抜
い
た
、
非
情
な
ま
で
に
透
徹
し
切
っ
た
親
鸞
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
が' 

そ
れ
は
吾
々
の
自 

力
分
別
心
に
よ
っ
て
は
、
遂
に
開
く
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
実
に
業
道
自
然
と
は
、
深
く
自
ら
の
宿
業
を
感
受
し
て
生
き
る
こ 

と
の
他
に
は
な
い
が
、
現
に
吾
み
の
側
に
あ
る
も
の
は
到
底
背
負
い
切
る
こ
と
の
出
来
な
い
宿
業
の
世
界
か
ら
、
如
何
に
し
て
逃
避
す
る 

か
と
い
う
現
実
逃
避
の
心
よ
り
な
く
、
何
処
ま
で
も
苦
悩
の
責
任
は
他
に
転
嫁
し
、
自
ら
の
利
益
追
求
に
の
み
終
始
し
て
、
生
き
延
び
よ 

う
と
す
る
横
着
な
心
し
か
持
合
わ
せ
て
は
い
な
い
。
し
か
も
そ
こ
に
は
遂
に
安
住
し
得
な
い
と
い
う
魂
の
底
な
る
疼
き
が' 

吾
々
を
し
て 

道
を
求
め
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
道
を
求
め
道
に
出
合
い
つ
つ
も
、
し
か
も
尚
そ
こ
に
あ
っ
て
、
吾
々
の
自
力
分
別
心
は

㉔
 

自
己
の
業
障
の
重
さ
と
、
如
来
の
大
願
業
力
の
重
さ
と
の
軽
重
の
比
較
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
尽
未
来
際
に
か
け
て
無 

有
出
離
之
縁
の
身
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
真
実
を
求
め
つ
つ
も
真
実
に
背
反
し
て
ゆ
く
者
、
 

そ
の
矛
盾
に
充
ち
た
者
の
上
に
、
宿
業
の
自
覚
を
惹
き
起
し
て
来
る
も
の
は' 

そ
の
矛
盾
を
矛
盾
の
ま
ま
に
摂
取
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
、
如 

来
の
大
悲
の
願
心
を
他
に
し
て
は
な
く
、
名
号
と
な
っ
て
吾
・
の
上
に
働
き
か
け
る
如
来
の
大
願
業
力
の
他
に
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
ー 

親
鸞
は
こ
の
法
語
の
上
で
、

繰
返
し
繰
返
し' 

「
行
者
の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
」

と
述
べ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
決
し
て
自
身
を
外
に 

し
て
徒
ら
に
他
に
向
っ
て
説
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

何
よ
り
も
深
く
疑
心
自
力
の
分
別
心
を
捨
て
難
い
内
な
る
自
己
自
身
に
向
っ
て 

酷
し
く
語
り
か
け
て
ゆ
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
話
が
な
さ
れ
た
同
じ
年
に 

『
愚
禿
述
懐
』
、
『
愚
禿
悲
歎
述
懐
』
の
和
讚
が
撰
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
想
い
合
わ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実

に

こ

の

『
自
然
法
爾
章
』



に
¢5
い
て' 

自
然
の
語
を
「
お
の
づ
か
ら
し
か
ら
し
む
」
と
読
ま
れ
た
の
は' 

決
し
て
学
問
的
関
心
か
ら
す
る
言
葉
の
詮
索
か
ら
出
て
来 

た
も
の
で
は
な
く'

「
自
身
は
現
に
是
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已
来
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て' 

出
離
の
縁
な
き
身
と
深
信
す
」 

と
い
う' 

如
何
と
も
し
難
い
親
鸞
の
肉
体
を
通
し
て
で
あ
っ
た
。

親
鸞
は
更
に
そ
こ
で' 

自
然
を
法
爾
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
既
に
先
哲
に
よ
っ
て
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る 

如
く
、
そ

れ

が

『
和
語
燈
録
』
に
記
さ
れ
た
、
次
の
法
然
の
言
葉
を
予
想
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
云
う
ま
で
も
な
い
。

「
法
爾
道
理
と
い
ふ
こ
と
あ
り' 

ほ
の
ほ
は
空
に
の
ぼ
り
、
水
は
く
だ
り
さ
ま
に
な
が
る
。
菓
子
の
中
に
す
き
物
あ
り
、
あ
ま
き
物
あ 

り
、
こ
れ
ら
は
み
な
法
爾
道
理
な
り
。
阿
弥
陀
ほ
と
け
の
本
願
は
、
名
号
を
も
て
罪
悪
の
衆
生
を
み
ち
び
か
ん
と
ち
か
ひ
給
ひ
た
れ
ば' 

㉕
 

た
だ
一
向
に
念
仏
だ
に
も
申
せ
ば
仏
の
来
迎
は
法
爾
道
理
に
て
そ
な
は
る
べ
き
な
り
。
」 

勿
論
こ
の
法
然
の
『
法
語
』
に
見
出
さ
れ
る
も
の
は' 

自
然
の
法
則
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て' 

親

鸞

が

『
自
然
法
爾
章
』
に
お 

い
て
明
ら
か
に
し
た
、
本
願
力
廻
向
と
し
て
の
願
力
自
然
と
は
、
意
味
を
異
に
す
る
と
云
え
よ
う
。
し
か
し
親
鸞
の
領
解
は
、
そ
の
法
然 

の
言
葉
を
執
持
憶
念
す
る
こ
と
か
ら
生
れ
た
も
の
に
相
異
な
く
、
そ
れ
を
身
証
せ
し
め
る
根
源
的
な
力
を
見
究
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ 

る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。

か
く
て
願
力
自
然
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
終
っ
た
親
鸞
は
、
次
い
で
そ
の
願
力
自
然
に
依
っ
て
の
み
開
か
れ
る
業
道
自
然
の
境
地
に
っ 

い
て
、
そ

れ

を

「
行
者
の
よ
か
ら
む
と
も' 

あ
し
か
ら
む
と
も
お
も
は
ぬ
を
、 

自
然
と
は
ま
ふ
す
ぞ
と
き
き
て
候
」
と' 

師
訓
の
伝
承
と 

し
て
顕
わ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
唯
円
は
更
に
そ
れ
を
『
歎
異
抄
』
第
十
三
章
に
、

「
さ
れ
ば
善
き
こ
と
も
悪
し
き
こ
と
も
業
報
に
さ 

し
ま
か
せ
て' 

偏
に
本
願
を
た
の
み
ま
い
ら
す
れ
ば
こ
そ' 

他
力
に
て
は
候
え
」
と
領
解
し
た
の
で
あ
り' 

そ
れ
に
よ
っ
て
、
愛
憎
善
悪 

の
現
実
に
従
い
つ
つ
、
愛
憎
善
悪
の
彼
岸
に
生
き
る
道
を
開
顕
成
就
す
る
も
の
こ
そ' 

横
超
の
直
道
と
し
て
の
他
力
念
仏
の
教
え
で
あ
る 

こ
と
が
、
解
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

源

信

，
法

然

，
親
爲
の
伝
統 

一
八
九



一
九
〇 

か
く
て
親
鸞
は' 

願
力
自
然
・
業
道
自
然
の
意
味
に
つ
い
て
明
か
し
お
わ
っ
た
後
、
更
に
そ
こ
か
ら' 

無
為
自
然
と
云
わ
れ
る
真
実
証 

の
境
地
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
が' 

そ
れ
は
先
に
引
用
せ
る
『
銘
文
』
の
釈
文
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
如
く'

「
本
願
の
業
因
」
す
な 

わ
ち
、
「
他
力
の
至
心
信
楽
の
業
因
」
と
い
う
真
実
信
の
内
面
に
、
究
極
の
帰
依
処
と
し
て
見
開
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
今

の

『
法 

語
』
に

「
み
だ
仏
は
自
然
の
や
う
を
し
ら
せ
む
れ
う
な
り
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
如
く
、
如
来
の
願
力
自
然
の
性
起
し
来
る 

根
源
的
世
界
で
も
あ
る
。
実
に
無
為
自
然
と
し
て
の
大
涅
槃
界
は
、
如
来
に
と
っ
て
も
亦
吾
々
衆
生
に
と
っ
て
も' 

根
源
的
究
極
的
帰
依 

処
と
な
る
も
の
で
あ
り' 

そ
こ
に
あ
っ
て
は
凡
て
は
平
等
一
如
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
そ
れ
は
、

『
教
行
信
証
』

の
「
証
巻
」
の
劈 

頭
に
、
「
然
る
に
煩
悩
成
就
の
凡
夫
、
生
死
罪
濁
の
群
萌
、
往
相
廻
向
の
心
行
を
獲
れ
ば
、
即
の
時
に
大
乗
正
定
聚
之
数
に
入
る
な
り
、
正 

定
聚
に
住
す
る
が
故
に' 

必
ず
滅
度
に
至
る
」

と
説
き
、

次
い
で
滅
度
の
転
釈
を
施
さ
れ
た
後
、

「
然
れ
ば
弥
陀
如
来
は
、
如
よ
り
来 

生
し
て
、
報
応
化
種
々
の
身
を
示
現
し
た
も
う
」
と
表
わ
さ
れ
た
も
の
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ 

こ
に
お
い
て
も
、 

「
煩
悩
成
就
の
凡
夫
」
と

「
滅
度
」
と
を
必
然
的
関
係
と
し
て
直
結
せ
し
め' 

そ
こ
に
現
生
不
退
の
立
場
を
現
成
せ
し 

め
る
も
の
は
「
往
相
廻
向
の
心
行
」
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
如
く
、
こ

の

『
自
然
法
爾
』
に
お
い
て
明
か
さ
れ
た
問
題
も
、
願
力
自
然 

に
よ
っ
て
の
み' 

業
道
自
然
も
無
為
自
然
も
始
め
て
成
り
立
つ
の
で
あ
り
、
凡
て
は
念
仏
の
は
か
ら
い
に
依
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

し
か
し
そ
こ
に
表
わ
さ
れ
た' 

無
始
時
来
自
力
の
分
別
心
を
捨
て
難
く
し
て' 

今
日
今
時
に
至
る
ま
で
流
転
し
来
っ
た
衆
生
が
、
念
仏
に 

よ
っ
て
阿
弥
陀
と
同
じ
無
上
覚
を
成
就
す
る
に
至
る
と
い
う
こ
と
は
、
吾
々
の
如
何
な
る
思
慮
分
別
も
届
き
得
な
い
も
の
で
あ
り' 

唯
如 

来
に
よ
っ
て
約
束
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
と
い
う
他
は
な
く
、

「
仏
智
の
不
思
議
」
に
唯
頷
い
て
ゆ
く
よ
り
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

か
く
て
親
鸞
は
こ
の
『
自
然
法
爾
章
』
を
結
ぶ
に
当
り' 

「
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
師
訓
を
掲
げ' 

「
仏
智
の
不
思
議 

に
て
あ
る
な
り
」
と
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
法
語
の
外
に
『
末
燈
鈔
』
や

『
正 

像
末
和
讚
』
等
に
も
見
出
さ
れ
、

『
歎
異
抄
』
に
も' 

師
訓
篇
の
結
論
と
し
て
第
十
章
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
り
、
親
鸞
に
と
つ



て'

晚
年
殊
に
親
し
ま
れ
た
師
訓
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
処
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
者
は
そ
れ
に
つ
い
て
法
然
の
著
述
に
は
、
例
え
ば 

「
故
上
人
は
念
仏
は
様
な
き
を
様
と
す
、 

た
だ
ひ
ら
に
仏
語
を
信
じ
て
念
仏
す
れ
ば
往
生
す
る
な
り
と
て
ゝ
ま
た
く
三
心
の
こ
と
を
も
仰 

ら
れ
ざ
り
き
」
と
い
う
法
語
に
示
さ
れ
て
い
る
如
き
、

「
様
な
き
を
様
と
す
」
と
い
う
言
葉
は
あ
っ
て
も
、 

「
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い 

う
言
葉
は
な
く
、
唯
一
つ
、
知

恩

院

蔵

『
度
念
経
』
の
奥
書
に
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
注
意
せ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
と
指
摘
せ

㉗

ら
れ
て
い
る
。

「
浄
土
宗
安
心
起
行
の
事
義
な
き
を
義
と
し
、
様
な
き
を
様
と
す
、
浅
き
は
深
き
な
り
、 

只
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
せ
ば
、
十
悪
五
逆
も

三
宝
滅
尺
の
時
の
衆
生
も
、
 

一
期
に
一
度
善
心
な
き
も
の
も
ゝ

建

暦

二

年

正

月

二

日

決
定
往
生
遂
る
な
り
、
釈
迦
弥
陀
を
証
と
す

で
は
、
法
然
に
お
い
て
、 

「
念
仏
に
は
様
な
き
を
様
と
す
」 

と
表
わ
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
親
鸞
の
己
証
と
し
て
で
な
く
、

源

と
説
か
れ
た
も
の
が
、
親
鸞
に
来
っ
て
、
「
念
仏
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」 

法
然
か
ら
の
伝
承
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
吾
々
は
如
何
に
理
解

空
」

す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

「
念
仏
に
は
様
な
き
を
様
と
す
」
と
い
う
法
然
の
教
え
は
、

夫
の
救
済
に
は
、
愚
者
に
か
え
っ
て
、

「
只
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
」
す
こ
と
の
み
が
重
要
な
唯
一
の
根
本
条
件
で
あ
っ
て
、
何
等
そ
れ
以

主
と
し
て
称
名
念
仏
と
い
う
宗
教
的
実
践
行
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
ゝ
凡

外
の
特
別
の
行
業
・
心
構
え
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
主
眼
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
親 

鸞

が

「
念
仏
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
云
っ
て
い
る
の
は
、
既
に
多
屋
博
士
が
指
摘
せ
ら
れ
た
如
く
ゝ
「
念
仏
に
は
、
凡
夫
の
は
か
ら 

㉘

い
の
な
い
の
を
本
義
と
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ' 

師
教
に
随
順
し
て
称
名
念
仏
す
る
者
が
、
否
応
な
し
に
そ
の
内
面

に
直
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
信
心
の
自
覚
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り' 

「
念
仏
に
は
様
な
き
を
様
と
す
」
と
い
う
言
葉
が
ゝ
そ
れ
を
自
身
の
上

に
聞
思
し
て
ゆ
く
こ
と
を
生
涯
の
課
題
と
し
た
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
涯
知
れ
ず
底
知
れ
な
い
自
力
の
分
別
心
の
根
深
さ
を
痛
み
悲
し
む
こ

源

信

，
法
然
・
親
鸞
の
伝
統

一
九
一



一
九
二 

と
を
通
し
て' 

「
念
仏
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
領
解
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
故
に
両
者
の
間
に
は
表
現
の
上
で
相
違
が
あ
る
こ
と
が 

実
は
逆
に
聞
思
の
道
に
お
け
る
師
弟
の
一
如
を
顕
わ
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
こ
に
親
鸞
の
己
証
の
ま
ま
が
法
然
の
伝 

承
で
あ
る
と
い
う' 

己
証
と
伝
承
の
即1

性
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

但
、
「
念
仏
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て' 

多
屋
博
士
は
「
凡
夫
の
は
か
ら
い
の
な
い
の
を
本
義
と
す
る
」 

と
解
釈
せ
ら
れ' 

「
念
仏
は
凡
夫
の
は
か
ら
い
で
は
な
く
し
て
、
如
来
の
は
か
ら
い
で
あ
る
」
と
い
う
、
伝
統
的
解
釈
の
誤
り
を
指
摘
せ 

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
伝
統
的
解
釈
は' 

『
自
然
法
爾
章
』'

『
末
燈
鈔
』
、
『
銘
文
』(

正
信
偈
の
釈)

等
、

そ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
法 

語
の
全
体
の
意
味
に
お
い
て
受
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
否
定
さ
れ
る
必
要
も
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ 

る
。

『
末
燈
鈔
』
第
七
通
に
示
さ
れ
た
、

「
如
来
の
誓
願
は
不
可
思
議
に
ま
し
ま
す
故
に
仏
と
仏
と
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
、
凡
夫
の
は
か 

ら
ひ
に
あ
ら
ず' 

補
処
の
弥
勒
菩
薩
を
初
と
し
て
仏
智
の
不
思
議
を
計
ふ
べ
き
人
は
候
は
ず
、
然
れ
ば
如
来
の
誓
願
に
は
義
な
き
を
義
と 

す
と
は
大
師
聖
人
の
仰
に
候
ひ
き
。:

：:

」
と
い
う
、
浄
信
房
宛
の
諸
仏
等
同
に
つ
い
て
の
消
息
は' 

そ
れ
を
物
語
る
一
つ
の
例
証
と
は 

言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

親
鸞
が
そ
こ
に
、
「
補
処
の
弥
勒
菩
薩
を
初
と
し
て
、
仏
智
の
不
思
議
を
計
う
べ
き
人
は
候
は
ず
」
と
云
っ
て
い
る
の
は' 

専
修
寺
所
蔵 

の

『
善
導
和
尚
言
』
に
も
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
そ
こ
に
は
、
『
大
無
量
寿
経
』
下
巻
に
説
か
れ
た
「
往
覲
偈
」
の
、
「
声
聞 

或
は
菩
薩' 

能
く
聖
心
を
究
む
る
こ
と
莫
し
、
譬
へ
ば
生
れ
て
よ
り
盲
ひ
た
る
も
の
行
き
て
人
を
開
導
せ
ん
と
欲
う
が
如
し
、
如
来
の
智

㉛
 

慧
海
は
、
深
広
に
し
て
涯
底
無
し
、
二
乗
の
測
る
所
に
あ
ら
ず
、
唯
仏
の
み
独
り
明
ら
か
に
了
り
た
ま
へ
り
」
と
い
う
、
仏
陀
の
教
説
が 

深
く
憶
念
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
偈
頌
は' 

唯
単
に
仏
智
の
超
越
性
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
く'

相
対
有
限
な
る
分
別
心 

に
よ
っ
て
、
仏
智
を
推
し
測
ろ
う
と
す
る
凡
夫
・
二

乗
(

芦

聞

・
菩
薩)

の
惰
慢
性
を
酷
し
く
批
判
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
仏
智 

疑
惑
の
問
題
が
親
に
よ
つ
て
、
ま
さ
し
く
主
体
的
実
存
に
関
わ
る
唯
一
の
根
源
的
な
課
題
と
し
て
、 

如
何
に
厳
し
く
見
詰
め
ら
れ
追
究



せ
ら
れ
て
い
っ
た
か
は' 

今
の
一
自
然
法
爾
章
』
を
始
め' 

親
鸞
の
全
著
作
が
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
処
で
あ
る
。

恐
ら
く
親
鸞
が' 

『
正
像
末
和
讚
』
に
お
い
て
、

「
聖
道
門
の
ひ
と
は
み
な
、
自
力
の
心
を
む
ね
と
し
て
、
他
力
不
思
議
に
い
り
ぬ
れ
ば
、
義
な
き
を
義
と 

す
と
信
知
せ
り
」
と
表
わ
し
た
の
も
、
徒
ら
に
聖
道
門
を
外
に
見
て
の
批
評
で
は
な
く
、
自
己
自
身
に
お
け
る
分
別
心
と
の
不
断
の
対
決 

に
お
い
て
到
り
得
た
心
境
を
、
語
っ
た
も
の
と
見
る.
へ
き
で
あ
ろ
う
。

何
れ
に
し
て
も' 

吾
々
は
こ
の
『
法
語
』

の
結
び
の
言
葉
で
あ
る
、

「
こ
れ
は
仏
智
の
不
思
議
に
て
あ
る
な
り
」
と
い
う
一
句
の
中
に 

生
死
の
凡
て
を
如
来
の
本
願
の
働
き
の
上
に
托
し
切
っ
た
、
親
鸞
の
澄
み
切
っ
た
寂
か
さ
を
感
知
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ 

し
て
そ
の
中
に' 

苦
難
に
充
ち
た
親
鸞
の
九
十
年
の
生
涯
を
、

そ
の
根
柢
か
ら
支
え
て
来
た
根
源
的
な
力
が
、

極
め
て
端
的
に
云
い
尺 

さ
れ
て
い
る
こ
と
を' 

ま
ざ
ま
ざ
と
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
今
の
吾
〈
に
と
っ
て
寧
ろ
大
切
な
こ
と
は
、
親
鸞
自
身
が
そ
う
で
あ
っ 

た
如
く
、
何
処
何
処
ま
で
も
吾
々
の
思
議
を
尺
し
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
の
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

一
切
皆
空
と
も
戯
論
寂
滅
と
も
表 

わ
さ
れ
る
究
極
的
に
し
て
、
し
か
も
本
来
的
な
世
界
は
、
そ
こ
に
の
み
現
成
す
る
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も 

吾

が

こ

の

『
法
語
』

の
上
に
見
出
す
も
の
は' 

親
鸞
の
血
と
な
り
肉
と
な
っ
た
、
事
実
と
し
て
の
空
の
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は 

疑
う
べ
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

尚

こ

の

『
法
語
』
に
よ
っ
て' 

吾
人
が
こ
こ
に
想
い
起
す
の
は' 

清
沢
先
生
の
『
我
が
信
念
』
の
中
に
記
さ
れ
た
、
 

次
の
一
節
で
あ
ろ 

う
。

「
自
己
と
は
他
な
し' 

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
も
の
、

す
な
わ
ち
こ
れ
な 

り
。
」

こ
れ
は' 

清
沢
先
生
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
自
然
法
爾
章
』
で
あ
る
と
云
っ
て
も
、

決
し
て
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し' 

親
鸞
の 

『
自
然
法
爾
章
』

の
要
旨
が
、
こ
こ
に
余
す
処
な
く
語
り
尽
さ
れ
て
い
る
こ
と
は' 

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
に
吾
々
は
、
浄
土
教
の
根
本 

源

信

，
法

然

，
親
鸞
の
伝
統 

一
九
三



ー
九
四 

的
立
場
で
あ
る
二
種
深
信
の
伝
統
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
こ
そ
は
『
歎
異
抄
』

の
世
界
を
形
造
っ
て
い
る
も
の
で 

あ
る
こ
と
は
、
既
に
曾
我
先
生
に
よ
っ
て' 

明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
処
で
あ
る
。

結 

び

前
上
、
源

信

・
法
然
・
親
鸞
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
て
来
た
念
仏
の
伝
統
に
つ
い
て
、
仮
名
法
語
を
中
心
に
考
察
し
て
来
た
が
、
 

そ
れ
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
本
精
神
史
の
上
で
果
し
た
浄
土
教
の
偉
大
な
業
績
は
、
大
地
に
密
着
し
て
生
き
る
庶
民
の
上
に 

凡
夫
の
自
覚
と
い
う
、
透
徹
し
た
人
間
観
の
眼
を
開
示
し
た
処
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
凡
夫
と
は
決
し
て
単
な
る
特
定
の
人
間
の 

在
り
方
を
指
し
示
す
も
の
で
は
な
く'

凡
て
の
人
間
の
根
源
に
生
き
て
い
る
人
間
の
本
来
性
そ
の
も
の
を
指
し
示
す
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ 

は
如
来
の
大
悲
心
に
よ
っ
て
の
み
照
ら
し
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

『
歎
異
抄
』
が
今
日
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
読
ま
れ
て
い
る
の
は
、
 

恐
ら
く
そ
こ
に
日
常
的
世
界
に
あ
っ
て
は
見
失
わ
れ
て
い
る
、
人
間
の
本
来
性
に' 

立
ち
還
え
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
真
実
が' 

脈

と

し
 

て
生
き
て
働
い
て
い
る
が
為
で
あ
ろ
う
。

一
時
、
期
待
さ
れ
る
人
間
像
と
い
う
こ
と
が
、
や
か
ま
し
く
叫
ば
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ 

に
対
し
て
源
信
・
法

然

・
親
鸞
が
身
を
も
っ
て
答
え
て
い
る
の
は' 

愚
者
と
い
う
人
間
像
で
あ
る
と
云
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か 

と
思
う
。

小
論
は' 

洵
に
論
文
と
も
感
想
文
と
も
云
え
な
い
中
途
半
端
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が' 

日
本
精
神
史
に
お
け
る
親
鸞
の
位
置
を 

少
し
で
も
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 

二
九
亠
負
，九
・
人) 

註
、

「横
川
法
語
」
、
「
一
枚
起
請
文
」
は
岩
波
書
店
刊
「
日
本
古
典
文 

①
 

中
村 

元

博

士

稿

「仏
教
の
民
衆
教
化
と
仮
名
法
語
」
(

岩
波
，
 

学
大
系
、
仮
名
法
語
集
」
に
よ
り
「自
然
法
爾
章
」
は
岩
波
書
店
刊 

日
本
古
典
文
学
大
系
仮
名
法
語
集
月
報) 

「
日
本
古
典
文
学
大
系
親
鸞
日
蓮
集
」
に
よ
る
。
 

②

家
永
三
郎
博
士
稿
「仏
教
古
典
の
伝
達
形
態
」
(

筑
摩
書
房
刊
古



③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑭

⑮

藤

原

幸

章

氏

稿

「
選

択

集

の

中

心

課

題

」
(

同

朋

大

学

紀

要)

参

照

。

照
選 
択 
集

散 
善 

義

前 
掲 
書

前 
掲 
書

る

名

5

㉛ ㉚ ㉙ ㉘ ㉗ ㉖ ㉕ ㉔ ㉓ ㉒ ㉑ ⑳ ⑲ ⑱ ⑰

末 
燈 
鈔

和 
語 
灯 
録

末 
灯 
鈔

末 
灯 
鈔

典

日

本

文

学

全

集

月

報

二

十

三) 

中

村 

元 

博

士

稿 

前
掲
論
文
に
、

こ
の
語
が
、
簾
中
抄
、
河
海
抄
所

源

信

・
法

然

・
親
鸞
の
伝
統

一
九
五


