
は
じ
め
に

親
鸞
の
教
え
に
つ
い
て
、
教
え
を
受
け
た
唯
円
が
し
る
し
た
『
歎
異
抄
』
は
、

明
治
以
降
の
近
代
化
の
な
か
で
、多
く
の
人
に
読
ま
れ
、「
悪
人
こ
そ
が
救
わ
れ
る
」

と
い
う
教
え
は
、
悩
み
を
抱
え
る
人
た
ち
に
力
を
与
え
て
き
た（

１
）。

読
書
体
験
と
し

て
は
、
読
ん
で
何
か
を
感
じ
た
な
ら
そ
れ
で
い
い
の
だ
が
、
仏
教
と
い
う
観
点
か

ら
唯
円
や
親
鸞
が
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
理
解
す
る
こ
と
は
、
容
易
で
は

な
い
。
そ
も
そ
も
『
歎
異
抄
』
と
い
う
表
題
自
体
、
親
鸞
の
没
後
、
自
分
と
同
様

に
親
鸞
か
ら
教
え
を
受
け
た
人
々
が
親
鸞
が
説
い
て
い
た
の
と
は
異
な
る
こ
と
を

説
い
て
い
て
、
自
分
が
生
き
て
い
る
う
ち
は
訂
正
で
き
る
が
、
自
分
が
死
ん
だ
後

は
何
が
本
当
の
教
え
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
、
と
泣
く
泣
く
「
異
」

を
「
歎
」
い
て
し
る
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
親
鸞
の
教
え
は
、
直
接
教
え
を
受

け
た
も
の
に
と
っ
て
も
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
む
つ
か
し
い
も
の
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

そ
れ
は
知
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
む
つ
か
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
思

想
書
、
特
に
仏
教
書
の
場
合
、
表
面
的
に
何
が
書
い
て
あ
る
か
わ
か
っ
て
も
、
な

ぜ
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
の
か
見
当
が
つ
か
な
い
、
腑
に
落
ち
な
い
と
い
う
こ
と

が
、ま
ま
あ
る
。
筆
者
に
と
っ
て
、『
歎
異
抄
』
は
長
い
間
、そ
う
い
う
書
物
だ
っ
た
。

多
く
の
人
が
熱
く
語
り
、
膨
大
な
研
究
の
蓄
積
も
あ
っ
て
、『
歎
異
抄
』
は
す

べ
て
論
じ
尽
く
さ
れ
、
完
成
さ
れ
た
ジ
グ
ゾ
ー
パ
ズ
ル
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し

か
し
、
個
人
的
に
し
っ
く
り
こ
な
い
点
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
ひ
と
つ
ピ
ー
ス
を
は

め
な
お
し
て
み
る
と
、
次
々
と
ピ
ー
ス
が
ピ
タ
ッ
と
は
ま
っ
て
い
き
、
納
得
の
い

く
全
体
像
が
見
え
て
き
た
。
本
稿
は
、
筆
者
な
り
に
腑
に
落
ち
た
『
歎
異
抄
』
像

を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

親
鸞
の
教
え
に
つ
い
て
、「
そ
れ
ま
で
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
生
ま
れ
る
た
め
に

は
厳
し
い
修
行
や
功
徳
を
積
む
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
、
救
い
が
僧
侶
や
貴
族
な
ど
、

一
部
の
人
の
も
の
だ
っ
た
の
に
対
し
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
さ
え
す
れ
ば
、

ど
ん
な
悪
人
で
も
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
理
解
し
て
い
る
人
は
少

な
く
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
初
に
言
っ
て
お
く
と
、
親
鸞
が
そ
の
よ
う

な
こ
と
を
説
く
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
生
ま
れ
る
条
件
が
ど

ん
な
に
厳
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
親
鸞
が
勝
手
に
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
る
こ
と
は

『
歎
異
抄
』
を
浄
土
信
仰
の
流
れ
に
位
置
づ
け
る

　

―
蓮
如
本
錯
簡
説
を
踏
ま
え
た
読
み
直
し
―

吉　

村　
　
　

均
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で
き
な
い
。
こ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
が
あ
る
、と
か
、そ
こ
に
生
れ
た
い
、と
思
っ

て
い
な
い
人
の
発
想
で
あ
る
。

現
行
の
『
歎
異
抄
』
は
、
浄
土
真
宗
中
興
の
祖
と
さ
れ
る
蓮
如
の
書
写
本
を
祖

本
と
す
る
も
の
で
、
第
一
条
か
ら
第
十
条
前
半
ま
で
が
親
鸞
の
語
録
、
第
十
一
条

か
ら
第
十
八
条
前
半
ま
で
が
、
親
鸞
没
後
に
生
じ
た
異
義
に
対
す
る
唯
円
の
批
判

か
ら
な
る
。

こ
の
蓮
如
本
に
つ
い
て
、『
歎
異
抄
』
の
原
形
と
は
大
き
く
異
な
る
と
い
う
指
摘

が
あ
る
（
佐
藤
正
英
『
歎
異
抄
論
釈）

2
（

』）。
た
だ
し
、他
の
系
統
の
写
本
は
見
つ
か
っ

て
お
ら
ず
、
論
は
内
部
徴
証
に
も
と
づ
く
。

・『
歎
異
抄
』
冒
頭
の
漢
文
序
が
、
前
半
の
親
鸞
語
録
の
み
の
序
で
あ
る
こ
と
。

・ 

第
十
条
前
半
の
語
録
の
最
後
か
ら
改
行
さ
れ
ず
、
つ
づ
い
て
「
異
義
条
々
」

の
序
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。

・ 

第
十
八
条
後
半
の
研
究
者
が
後
序
と
呼
ん
で
い
る
箇
所
（
佐
藤
説
で
は
親
鸞

語
録
の
序
と
す
る
）
の
な
か
に
意
味
が
つ
な
が
ら
な
い
箇
所
が
あ
り
、
写
本

一
葉
分
の
錯
簡
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
。

・ 

後
序
に
「
大
切
の
証
文
ど
も
、
少
々
抜
き
い
で
ま
ゐ
ら
せ
候
う
て
、
目
安
に

し
て
こ
の
書
に
添
へ
ま
ゐ
ら
せ
て
候
ふ
な
り）

3
（

」
と
あ
る
が
、「
大
切
の
証
文
ど

も
」
に
相
当
す
る
も
の
が
見
当
た
ら
な
い
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
）

こ
と
。

佐
藤
説
で
は
、
以
上
か
ら
、『
歎
異
抄
』
が
発
見
さ
れ
た
と
き
は
綴
じ
糸
が
切

れ
て
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
状
態
で
、
綴
じ
な
お
さ
れ
た
際
に
一
葉
分
の
錯
簡
が
生

じ
、
ま
た
唯
円
の
著
作
と
し
て
の
「
異
義
条
々
」
に
親
鸞
の
語
録
を
付
す
形
だ
っ

た
も
の
が
、
前
後
が
逆
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

筆
者
が
感
じ
て
い
た
腑
に
落
ち
な
さ
は
、
後
半
の
「
異
義
条
々
」
の
議
論
を
知

ら
な
い
人
が
前
半
の
語
録
の
言
葉
を
読
む
と
、
解
釈
の
幅
が
き
わ
め
て
広
く
な
っ

て
し
ま
い
、
親
鸞
の
真
意
を
は
か
り
が
た
い
点
に
あ
る
、
親
鸞
の
教
え
が
正
し
く

理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
嘆
く
唯
円
が
こ
の
よ
う
な
誤
解
を
生
み
や
す
い
構
成

に
す
る
と
は
考
え
難
く
、「
異
義
条
々
」
が
先
に
あ
り
、
そ
の
う
え
で
親
鸞
語
録

を
読
む
構
成
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
で
、
違
和
感
が
解
消
さ
れ
る
。

以
下
、
主
要
な
箇
所
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

一　

他
力
の
念
仏
・
他
力
の
信

『
歎
異
抄
』
第
一
条
は
次
の
よ
う
な
親
鸞
の
言
葉
で
あ
る
。

 

一　

弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
助
け
ら
れ
ま
ゐ
ら
せ
て
、
往
生
を
ば
遂
ぐ
る
な
り

と
信
じ
て
念
仏
申
さ
ん
と
思
ひ
た
つ
心
の
お
こ
る
と
き
、
す
な
は
ち
摂
取
不
捨

の
利
益
に
あ
づ
け
し
め
た
ま
ふ
な
り
。
弥
陀
の
本
願
に
は
、
老
少
・
善
悪
の
人

を
選
ば
れ
ず
、
た
だ
信
心
を
要
と
す
と
知
る
べ
し
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
罪
悪
深
重・

煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
助
け
ん
が
た
め
の
願
に
ま
し
ま
す
。
し
か
れ
ば
本
願
を
信

ぜ
ん
に
は
、
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
ゑ
に
。

悪
を
も
恐
る
べ
か
ら
ず
、
弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
ゆ
ゑ
に

と
、
云

）々
4
（

。（
第
一
条
）

さ
き
ほ
ど
紹
介
し
た
理
解
で
問
題
な
い
と
感
じ
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

『
歎
異
抄
』
で
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
さ
え
す
れ
ば
」
で
は
な
く
、「
念
仏
申

さ
ん
と
思
ひ
た
つ
心
の
お
こ
る
と
き
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
違
い
は
重
要
で
、

な
ぜ
念
仏
を
称
え
よ
う
と
い
う
心
が
生
じ
た
時
な
の
か
は
、
他
力
の
念
仏
と
い
う

こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
。

親
鸞
の
教
え
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、「
他
力
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
（
親
鸞
の

『歎異抄』を浄土信仰の流れに位置づける―蓮如本錯簡説を踏まえた読み直し―
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独
創
で
は
な
く
、
法
然
門
下
で
用
い
ら
れ
て
い
た
）。
世
間
で
は
「
他
力
本
願
」
と

い
う
と
、
自
分
で
は
努
力
せ
ず
に
結
果
を
期
待
す
る
と
い
う
悪
い
意
味
で
と
ら
れ

る
こ
と
が
多
く
、
企
業
が
そ
の
意
味
で
広
告
に
用
い
て
、
浄
土
真
宗
の
教
団
か
ら

抗
議
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。「
他
力
本
願
」
は
開
祖
の
重
要
な
教
え
だ
と
い
う

の
で
あ
る）

5
（

。

そ
の
直
前
の
「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
助
け
ら
れ
ま
ゐ
ら
せ
て
、
往
生
を
ば
遂

ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
」
と
い
う
箇
所
も
、
他
力
の
信
と
関
わ
っ
て
い
る
。

普
通
、
念
仏
を
称
え
る
と
き
、
そ
れ
は
「
私
が
」
称
え
る
も
の
で
、
親
鸞
の
分

類
で
は
そ
れ
は
自
力
の
念
仏
で
あ
る
。
ま
た
、「
私
が
」
信
じ
る
の
も
、私
の
行
為
、

自
力
の
信
で
あ
っ
て
、
親
鸞
の
説
く
他
力
の
念
仏
・
他
力
の
信
は
そ
の
よ
う
な
も

の
で
は
な
い
。

で
は
、
他
力
の
念
仏
・
他
力
の
信
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
。
真
の
意
味
で

わ
か
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
が
、
あ
ら
か
じ
め
「
異
義
条
々
」
の
内
容
を
読
ん
で

い
れ
ば
、
す
く
な
く
と
も
言
葉
の
意
味
に
お
い
て
誤
解
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。

他
力
の
念
仏
は
、他
力
の
信
を
前
提
と
し
て
い
る
。
普
通
、私
た
ち
の
考
え
る「
信

じ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
私
の
行
為
で
あ
り
、
疑
っ
た
り
、
失
わ
れ
る
こ
と
も
あ

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
親
鸞
が
説
く
「
信
」
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い）

6
（

。

今
日
の
研
究
で
は
、
親
鸞
独
自
と
思
わ
れ
て
き
た
教
え
の
多
く
が
師
の
法
然
に

由
来
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
「
信
」
に
つ
い
て
も
そ
う
で
、
法

然
『
往
生
大
要
鈔
』
は
信
と
は
「
疑
ひ
を
除
く）

7
（

」
こ
と
だ
と
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ

は
後
で
取
り
上
げ
る
中
国
の
善
導
の
「
三
心
」
の
説
明
に
由
来
し
て
い
る）

8
（

。

他
力
の
信
は
、
異
義
条
々
（
第
十
四
条
）
の
唯
円
の
表
現
に
よ
れ
ば
「
金
剛
の

信
心
」、
第
十
五
条
に
引
用
さ
れ
て
い
る
親
鸞
作
の
『
高
僧
和
讃
』
の
言
葉
を
用

い
る
な
ら
、「
金
剛
堅
固
の
信
心
」
で
あ
り
、
金
剛
（
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
）、
変
化
す

る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

 　

弥
陀
の
光
明
に
照
ら
さ
れ
ま
ゐ
ら
す
る
ゆ
ゑ
に
、
一
念
発
起
す
る
と
き
金
剛

の
信
心
を
た
ま
は
り
ぬ
れ
ば
、
す
で
に
定
聚
の
位
に
を
さ
め
し
め
た
ま
ひ
て
、

命
終
す
れ
ば
、
も
ろ
も
ろ
の
煩
悩
・
悪
障
を
転
じ
て
、
無
生
忍
を
さ
と
ら
し
め

た
ま
ふ
な
り（

９
）。（

第
十
四
条
）

 　
『
和
讃
』（
高
僧
和
讃
・
七
七
）
に
い
は
く
、「
金
剛
堅
固
の
信
心
の　

定
ま

る
と
き
を
待
ち
え
て
ぞ　

弥
陀
の
心
光
摂
護
し
て　

な
が
く
生
死
を
へ
だ
て
け

る）
44
（

」（
第
十
五
条
所
引
）

一
般
に
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
決
ま
る
の
は
、
死
を

迎
え
た
と
き
だ
と
さ
れ
て
き
た
が
、
親
鸞
は
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
の
働
き
に
よ
っ

て
変
わ
る
こ
と
の
な
い
「
金
剛
の
信
心
」「
金
剛
堅
固
の
信
心
」
が
そ
の
人
に
生
じ

た
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
往
生
す
る
こ
と
が
定
ま
る
の
で
あ
り
、
浄
土
へ
往
生
す
る

こ
と
（
往
相
廻
向
）
だ
け
で
な
く
、
浄
土
か
ら
人
々
を
救
い
に
戻
っ
て
く
る
（
還

相
廻
向
）
の
も
誓
願
の
働
き
（
他
力
）
に
よ
る
と
し
て
い
る
。

唯
円
は
、異
義
条
々
で
、こ
の
他
力
の
念
仏
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

 　

す
べ
て
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
つ
け
て
、
往
生
に
は
か
し
こ
き
思
ひ
を
具
せ
ず
し

て
、
た
だ
ほ
れ
ぼ
れ
と
弥
陀
の
御
恩
の
深
重
な
る
こ
と
、
常
は
思
ひ
い
だ
し
ま

ゐ
ら
す
べ
し
。
し
か
れ
ば
念
仏
も
申
さ
れ
候
ふ
。
こ
れ
自
然
な
り
。
わ
が
は
か

ら
は
ざ
る
を
、
自
然
と
申
す
な
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
他
力
に
て
ま
し
ま
す）

44
（

。（
第

十
六
条
）

阿
弥
陀
仏
の
誓
願
の
働
き
に
よ
っ
て
、
自
分
が
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
に
疑
い
が

『歎異抄』を浄土信仰の流れに位置づける―蓮如本錯簡説を踏まえた読み直し―

11



な
く
な
っ
た
、
と
い
う
の
が
他
力
の
信
で
あ
り
、
そ
の
う
え
で
阿
弥
陀
仏
の
こ
と

を
想
う
と
、
あ
り
が
た
さ
、
感
謝
の
思
い
が
こ
み
あ
げ
て
き
て
、
阿
弥
陀
仏
の
み

名
が
口
か
ら
出
る
、
そ
れ
が
他
力
の
念
仏
で
あ
る
。

他
力
の
信
は
、「
決
定
（
け
つ
じ
ょ
う
）
信
心
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。「
決
定
」

と
い
う
の
は
、
仏
教
語
で
、
そ
れ
に
疑
い
の
な
く
っ
た
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
他
力
の
信
の
獲
得
、
決
定
信
心
と
い
う
の
は
宗
教
的
な
体
験
と
い
う
べ
き
も
の

で
、
単
な
る
知
的
理
解
で
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
が
ど
の
程
度
の
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
、
親
鸞
は
善
導
の
教
え）

44
（

を
踏
ま
え

て
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

 　

往
生
の
信
心
と
申
す
こ
と
は
、
一
念
も
疑
ふ
こ
と
の
候
は
ぬ
を
こ
そ
、
往
生

一
定
と
は
思
ひ
て
候
へ
。
光
明
寺
の
和
尚
（
善
導
）
の
信
の
や
う
を
教
へ
さ
せ

た
ま
ひ
候
ふ
に
は
、「
ま
こ
と
の
信
を
定
め
ら
れ
て
の
ち
に
は
、
弥
陀
の
ご
と
く

の
仏
、
釈
迦
の
ご
と
く
の
仏
、
空
に
満
ち
満
ち
て
、
釈
迦
の
教
え
へ
、
弥
陀
の

本
願
は
ひ
が
ご
と
な
り
と
仰
せ
ら
る
と
も
、
一
念
も
疑
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
こ

そ
う
け
た
ま
は
り
て
候
へ
ば
、
そ
の
や
う
を
こ
そ
、
年
頃
申
し
て
候
ふ
に
、

…
…）

44
（

（『
親
鸞
聖
人
血
脈
文
集
』）

往
生
の
信
心
（
他
力
の
信
、「
決
定
信
心
」）
と
い
う
の
は
少
し
も
疑
い
が
生
じ

な
い
こ
と
で
、
中
国
の
善
導
が
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
空
一
杯
に
釈
迦
牟
尼
の
よ

う
な
仏
、
阿
弥
陀
の
よ
う
な
仏
が
現
わ
れ
て
、
釈
迦
の
教
え
、
弥
陀
の
本
願
は
嘘

だ
と
言
っ
た
と
し
て
も
、
少
し
も
疑
い
が
生
じ
な
い
こ
と
だ
と
自
分
は
長
年
説
い

て
き
た
、
と
親
鸞
は
関
東
の
門
人
へ
の
書
簡
に
し
る
し
て
い
る
。

「
異
義
条
々
」
で
批
判
さ
れ
て
い
る
、
親
鸞
の
没
後
に
生
じ
て
き
た
と
い
う
「
異

義
」
は
、
外
部
の
批
判
や
誤
解
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
内
容
的
に
み
て
、
親
鸞
の

没
後
に
念
仏
者
た
ち
の
指
導
者
的
立
場
に
な
っ
た
人
た
ち
が
説
い
た
内
容
で
あ
る
。

・ 

文
字
も
知
ら
ず
念
仏
し
て
い
る
人
に
、「
お
前
は
誓
願
の
不
思
議
を
信
じ
て

念
仏
し
て
い
る
の
か
、
名
号
の
不
思
議
を
信
じ
て
念
仏
し
て
い
る
の
か
」
と

言
っ
て
、
混
乱
さ
せ
る
（
第
十
一
条
）。

・ 

経
典
や
教
え
を
学
習
し
な
け
れ
ば
、往
生
で
き
る
か
わ
か
ら
な
い
と
説
く
（
第

十
二
条
）。

・ 

本
願
が
不
可
思
議
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
自
分
の
な
し
た
悪
の
た
め
に
往
生
で

き
な
い
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
の
は
「
本
願
ぼ
こ
り
」
と
言
っ
て
、
往
生
で

き
な
い
、
と
説
く
（
第
十
三
条
）。

・ 

一
回
念
仏
す
る
こ
と
で
八
十
億
劫
も
の
間
迷
い
の
世
界
で
苦
し
み
続
け
る
ほ

ど
の
重
い
罪
が
消
え
る
と
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
（
第
十
四
条
）。

・ 

煩
悩
を
そ
な
え
た
身
で
あ
り
な
が
ら
、こ
の
世
で
さ
と
り
を
開
く
、と
説
く（
第

十
五
条
）。

・ 

本
願
を
信
じ
て
念
仏
す
る
人
は
、
ふ
と
し
た
こ
と
で
腹
を
立
て
た
り
、
悪
い

こ
と
を
な
し
た
り
、
念
仏
の
仲
間
と
口
論
し
た
と
き
は
、
そ
の
た
び
に
回
心

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
説
く
（
第
十
六
条
）。

・ （
親
鸞
は
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
だ
け
で
は
往
生
で
き
ず
、
修
行
や
徳
を
積
む

必
要
が
あ
る
と
考
え
る
人
は
、
誓
願
を
信
じ
る
心
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
仮

の
浄
土
に
生
れ
て
、
長
い
間
そ
こ
に
留
ま
る
こ
と
に
な
る
と
説
い
た
が
）
仮

の
浄
土
に
生
ま
れ
た
人
は
、結
局
は
地
獄
に
落
ち
る
、と
説
く
（
第
十
七
条
）。

・ 
寺
や
僧
へ
の
供
物
の
量
で
、
大
き
な
仏
に
な
る
か
小
さ
な
仏
に
な
る
か
が
決

ま
る
、
と
説
く
（
第
十
八
条
）。

唯
円
は
、
以
上
が
な
ぜ
親
鸞
の
教
え
に
反
し
て
い
る
か
を
理
路
整
然
と
説
明
し

た
あ
と
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
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右
条
々
は
、み
な
も
つ
て
信
心
の
異
な
る
よ
り
こ
と
お
こ
り
候
ふ
か）

4（
（

。（
後
序
）

彼
ら
が
親
鸞
と
は
異
な
る
教
え
を
説
く
の
は
、
親
鸞
の
説
い
た
他
力
の
信
を
獲

得
で
き
て
お
ら
ず
、
彼
ら
の
信
が
親
鸞
の
他
力
の
信
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に

原
因
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
、「
悪
人
こ
そ
救
わ
れ
る
」
と
い
う
師
の
教
え
を
知
っ
て
い
て
、
他
に
も

説
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
を
心
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
心

で
は
や
は
り
善
人
が
救
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
た
め
、
往
生
に
は
仏
教

の
知
識
が
必
要
と
か
、
懺
悔
が
必
要
と
か
、
毎
回
心
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
な
ど
、

師
の
教
え
と
矛
盾
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
、
唯
円
は
そ
う
批
判
し
て
い
る
。

 　

口
に
は
願
力
を
頼
み
た
て
ま
つ
る
と
言
ひ
て
、
心
に
は
、「
さ
こ
そ
悪
人
を
助

け
ん
と
い
ふ
願
、
不
思
議
に
ま
し
ま
す
と
い
ふ
と
も
、
さ
す
が
よ
か
ら
ん
も
の

を
こ
そ
助
け
た
ま
は
ん
ず
れ
」
と
思
ふ
ほ
ど
に
、･･･

…）
43
（

（
第
十
六
条
）

そ
し
て
唯
円
は
、
親
鸞
か
ら
聞
い
た
、
親
鸞
が
法
然
の
も
と
で
学
ん
で
い
た
若

き
日
に
、
信
を
め
ぐ
っ
て
他
の
弟
子
た
ち
と
議
論
に
な
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
紹
介
す
る
（
後
序
）。

親
鸞
は
自
分
の
信
は
法
然
と
同
じ
だ
と
言
い
、
他
の
弟
子
た
ち
が
お
前
の
信
が

師
の
法
然
と
同
じ
わ
け
が
な
い
と
言
っ
て
も
、
法
然
と
智
慧
が
同
じ
と
い
う
な
ら

僻
事
だ
が
、
信
に
お
い
て
は
ひ
と
つ
だ
と
譲
ら
ず
、
法
然
の
前
に
出
て
決
着
を
つ

け
る
こ
と
に
な
り
、
法
然
は
「
源
空
（
法
然
）
が
信
心
も
、
如
来
よ
り
た
ま
は
り

た
る
信
心
な
り
、
善
信
房
（
親
鸞
）
の
信
心
も
、
如
来
よ
り
た
ま
は
ら
せ
た
ま
ひ

た
る
信
心
な
り
。
さ
れ
ば
、
た
だ
一
つ
な
り
。
別
の
信
心
に
て
お
は
し
ま
さ
ん
ひ

と
は
、源
空
が
ま
ゐ
ら
ん
ず
る
浄
土
へ
は
、よ
も
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ひ
候
は
じ）

43
（

」と
言
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
他
力
の
信
を
得
ら
れ
て
い
な
い
者
が
親
鸞
の
教
え
を
正
し
く
理
解

せ
ず
説
い
て
い
る
こ
と
を
た
だ
す
目
的
で
書
か
れ
た
書
の
な
か
で
、
法
然
や
親
鸞

か
ら
直
接
教
え
を
受
け
た
者
で
も
真
に
理
解
す
る
の
が
困
難
だ
と
い
う
他
力
の
信

や
他
力
の
念
仏
を
説
明
抜
き
で
紹
介
す
る
こ
と
は
誤
解
を
助
長
さ
せ
る
こ
と
に
し

か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
宗
教
的
体
験
な
の
で
、
説
明
さ
え
聞
け
ば
理
解
で
き
る
と
い
う
も

の
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
異
義
条
々
と
後
序
（
佐
藤
説
で
は
親
鸞
語
録
の
序
）

を
読
ん
だ
上
で
第
一
条
の
言
葉
に
接
し
た
ら
、
そ
れ
が
通
常
の
「
私
が
」
信
じ
る

こ
と
と
は
異
な
る
「
如
来
よ
り
た
ま
は
り
た
る
信
心
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ

と
は
わ
か
る
だ
ろ
う
。

逆
に
、
あ
ら
か
じ
め
前
提
と
な
る
知
識
が
な
く
、
い
き
な
り
第
一
条
の
親
鸞
の

言
葉
を
読
ん
だ
場
合
、
親
鸞
が
他
力
の
信
や
他
力
の
念
仏
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
、

そ
れ
は
空
一
杯
に
釈
迦
牟
尼
仏
や
阿
弥
陀
仏
の
よ
う
な
仏
が
現
わ
れ
て
、
そ
ん
な

こ
と
は
な
い
と
言
わ
れ
て
も
、
少
し
も
動
揺
し
な
い
よ
う
な
信
の
こ
と
だ
と
理
解

で
き
る
人
が
、
果
た
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

二　
「
悪
人
」
と
は
誰
の
こ
と
か

第
二
条
は
、
上
京
し
た
関
東
の
門
人
へ
の
親
鸞
の
言
葉
だ
が
、
こ
れ
は
「
悪
人
」

と
は
誰
か
、
な
ぜ
「
悪
人
」
と
し
て
の
自
覚
が
必
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
と
関
連

す
る
の
で
、
先
に
第
三
条
を
取
り
上
げ
る
。
第
三
条
は
有
名
な
悪
人
正
機
を
説
い

た
も
の
で
あ
る
。

 

一　
「
善
人
な
ほ
も
つ
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」。
し
か
る
を
世
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の
ひ
と
つ
ね
に
い
は
く
、「
悪
人
な
ほ
往
生
す
、
い
か
に
い
は
ん
や
善
人
を
や
」。

こ
の
条
、
一
旦
そ
の
い
は
れ
あ
る
に
似
た
れ
ど
も
、
本
願
他
力
の
意
趣
に
そ
む

け
り
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
自
力
作
善
の
ひ
と
は
、
ひ
と
へ
に
他
力
を
た
の
む
こ
こ

ろ
か
け
た
る
あ
ひ
だ
、
弥
陀
の
本
願
に
あ
ら
ず
。
し
か
れ
ど
も
、
自
力
の
こ
こ

ろ
を
ひ
る
が
へ
し
て
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
れ
ば
、
真
実
報
土
の
往
生
を

と
ぐ
る
な
り
。
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
、
い
づ
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る

る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
、
あ
は
れ
み
た
ま
ひ
て
願
を
お
こ
し
た
ま
ふ
本
意
、

悪
人
成
仏
の
た
め
な
れ
ば
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、
も
つ
と
も
往

生
の
正
因
な
り）

43
（

。（
第
三
条
）

こ
の
「
善
人
な
ほ
も
つ
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」
と
い
う
教
え

は
醍
醐
本
『
法
然
上
人
伝
記
』
に
法
然
の
教
え
と
し
て
し
る
さ
れ
て
い
て）

43
（

、
親
鸞

が
師
か
ら
聞
い
た
教
え
の
通
り
に
門
徒
た
ち
に
説
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
覚

如
が
第
二
代
如
信
か
ら
聞
い
た
教
え
を
し
る
し
た
と
い
う
『
口
伝
鈔
』
に
も
、
親

鸞
が
法
然
か
ら
受
け
つ
い
だ
教
え
と
し
て
登
場
す
る
。

 　

本
願
寺
の
聖
人
（
親
鸞
）、
黒
谷
の
先
徳
（
法
然
）
よ
り
御
相
承
と
て
、
如

信
上
人
、
仰
せ
ら
れ
て
い
は
く
、「
世
の
ひ
と
つ
ね
に
お
も
へ
ら
く
、
悪
人
な
ほ

も
つ
て
往
生
す
、
い
は
ん
や
善
人
を
や
と
。
こ
の
事
と
ほ
く
は
弥
陀
の
本
願
に

そ
む
き
、
ち
か
く
は
釈
尊
出
世
の
金
言
に
違
せ
り
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
五
劫
思
惟
の

苦
労
、
六
度
万
行
の
堪
忍
、
し
か
し
な
が
ら
凡
夫
出
要
の
た
め
な
り
、
ま
つ
た

く
聖
人
の
た
め
に
あ
ら
ず
。
し
か
れ
ば
凡
夫
、
本
願
に
乗
じ
て
報
土
に
往
生
す

べ
き
正
機
な
り
。･･･

…
傍
機
た
る
善
凡
夫
、
な
ほ
往
生
せ
ば
、
も
つ
ぱ
ら
正
機

た
る
悪
凡
夫
、い
か
で
か
往
生
せ
ざ
ら
ん
。し
か
れ
ば
善
人
な
ほ
も
つ
て
往
生
す
、

い
か
に
い
は
ん
や
悪
人
を
や
と
い
ふ
べ
し
」
と
仰
せ
ご
と
あ
り
き）

43
（

。

『
口
伝
鈔
』
に
は
、『
歎
異
抄
』
第
十
三
章
で
説
か
れ
て
い
る
千
人
殺
せ
と
い
う

教
え
も
登
場
す
る
。
そ
こ
で
は
『
歎
異
抄
』
で
は
親
鸞
が
唯
円
に
直
接
説
い
た
教

え
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
人
々
に
教
え
を
説
き
、
そ
の
な
か
の
一
人
が
「
一
人
で
も

殺
す
こ
と
は
で
き
な
い
」と
答
え
た
こ
と
に
な
っ
て
い
て
い
る
。
こ
れ
は『
歎
異
抄
』

で
は
唯
円
自
身
が
親
鸞
に
対
し
て
答
え
た
言
葉
で
あ
る
。『
歎
異
抄
』と『
口
伝
鈔
』

の
関
係
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
、
佐
藤
説
で
は
、
法
然
‐
親
鸞
‐
如
信
‐
覚
如

と
い
う
大
谷
家
の
系
譜
の
正
統
性
を
示
す
た
め
に
『
歎
異
抄
』
の
内
容
が
改
変
さ

れ
て
『
口
伝
鈔
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
、『
歎
異
抄
』
は
秘
さ
れ
た
こ
と
が
、
蓮
如

の
発
見
ま
で
『
歎
異
抄
』
が
埋
も
れ
て
い
た
理
由
で
は
と
推
測
し
て
い
る）

44
（

。

こ
の
「
悪
人
」
と
は
ど
う
い
う
存
在
で
、
誰
を
指
す
か
と
い
う
こ
と
だ
が
、
佐

藤
説
の
よ
う
に
先
に
「
異
義
条
々
」
が
あ
り
、
そ
の
後
に
親
鸞
語
録
が
付
さ
れ
る

形
で
あ
る
な
ら
ば
、読
者
は
後
序
（
佐
藤
説
で
は
親
鸞
語
録
の
序
）の
、親
鸞
の
「
常

の
仰
せ
」
を
あ
ら
か
じ
め
読
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。

 　

聖
人
（
親
鸞
）
の
常
の
仰
せ
に
は
、「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く

案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
の

業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
助
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願

の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
と
御
述
懐
候
ひ
し
こ
と
を
、
い
ま
ま
た
案
ず
る
に
、
善

導
の
「
自
身
は
こ
れ
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
、
つ
ね
に

し
づ
み
、
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
き
身
と
知
れ
」（
散
善
義
）

と
い
ふ
金
言
に
、
少
し
も
違
は
せ
お
は
し
ま
さ
ず
。
さ
れ
ば
か
た
じ
け
な
く
、

わ
が
御
身
に
ひ
き
か
け
て
、
わ
れ
ら
が
身
の
罪
悪
の
深
き
ほ
ど
を
も
知
ら
ず
、

如
来
の
御
恩
の
高
き
こ
と
を
も
知
ら
ず
し
て
迷
へ
る
を
、
思
ひ
知
ら
せ
ん
が
た

め
に
て
候
ひ
け
り）

44
（

。（
後
序
）
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阿
弥
陀
仏
の
誓
願
は
親
鸞
一
人
の
た
め
だ
っ
た
と
い
う
の
が
「
常
の
仰
せ
」
だ
っ

た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
法
然
か
ら
教
え
を
受
け
た
親
鸞
が
阿
弥
陀
仏
が
救
う
と
い

う
悪
人
と
し
て
思
い
浮
か
べ
た
の
は
、
ま
ず
第
一
に
自
分
自
身
だ
ろ
う
。

悪
人
と
は
犯
罪
者
な
ど
で
は
な
く
、
自
分
で
は
輪
廻
を
抜
け
出
す
手
段
を
持
た

な
い
者
の
こ
と
で
あ
る
。

三　

な
ぜ
悪
人
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
重
要
か

こ
の
後
序
の
「
常
の
仰
せ
」
に
対
す
る
唯
円
の
コ
メ
ン
ト
が
、
な
ぜ
悪
人
と
し

て
の
自
覚
が
必
要
な
の
か
を
示
し
て
い
る
。

唯
円
は
親
鸞
が
本
当
に
輪
廻
の
な
か
か
ら
抜
け
出
す
手
段
を
持
た
な
い
と
は
考

え
て
お
ら
ず
、
自
分
た
ち
に
手
本
を
示
す
た
め
に
そ
う
語
っ
て
い
た
と
受
け
取
っ

て
い
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
親
鸞
の
述
懐
が
善
導
『
観
無
量
寿
経
疏
』

の
「
自
身
は
こ
れ
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
、
常
に
沈
み
、

常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
き
身
と
知
れ）

44
（

」
と
い
う
教
え
と
一
致
し

て
い
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
を
備
え
て
い
れ
ば
必
ず
往
生

す
る
と
さ
れ
る
「
三
心
」（『
観
無
量
寿
経
』）
の
う
ち
の
「
深
心
」
に
つ
い
て
の
善

導
の
説
明
で
あ
る
。

日
本
に
浄
土
信
仰
を
広
め
る
う
え
で
、
平
安
時
代
半
ば
の
源
信
『
往
生
要
集）

44
（

』

の
果
た
し
た
役
割
は
お
お
き
い
。
源
信
と
同
時
代
で
も
、藤
原
道
長
が『
往
生
要
集
』

臨
終
行
儀
に
説
か
れ
て
い
る
通
り
の
死
を
迎
え
た
こ
と
が
『
栄
華
物
語
』
に
し
る

さ
れ
て
い
る
し
、『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
も
『
往
生
要
集
』
の
影
響
を
強
く
受

け
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

『
往
生
要
集
』
は
、
同
信
者
が
集
ま
っ
て
念
仏
を
唱
え
、
た
が
い
に
死
を
看
取

り
あ
う
念
仏
講
の
実
践
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
当

初
は
僧
侶
や
貴
族
な
ど
一
部
の
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
比
叡
山
や
高
野

山
の
別
所
、
四
天
王
寺
、
信
濃
善
光
寺
な
ど
を
拠
点
と
す
る
聖
た
ち
に
よ
っ
て
、

全
国
各
地
で
組
織
さ
れ
て
い
っ
た
。
江
戸
時
代
に
は
挿
絵
入
り
の
『
往
生
要
集
』

の
版
本
が
多
数
出
版
さ
れ
て
い
る
。
法
然
も
比
叡
山
の
別
所
で
あ
る
黒
谷
の
上
人

と
呼
ば
れ
て
い
た
し
、
流
罪
を
赦
免
後
の
親
鸞
が
た
だ
ち
に
都
に
帰
ら
な
か
っ
た

の
は
、
善
光
寺
聖
と
し
て
活
動
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
あ
る）

4（
（

。

親
鸞
の
東
国
門
徒
の
流
れ
を
く
む
浄
土
真
宗
専
修
寺
派
の
本
尊
は
善
光
寺
式
の
阿

弥
陀
三
尊
で
あ
る
。

こ
こ
で
仏
教
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
信
仰
と
そ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
簡
単
に

整
理
し
て
お
こ
う
。
中
国
や
日
本
、
チ
ベ
ッ
ト
な
ど
の
北
伝
仏
教
で
は
た
く
さ
ん

の
仏
を
認
め
る
が
、
そ
の
多
く
の
仏
の
世
界
の
な
か
で
阿
弥
陀
仏
の
世
界
に
生
れ

る
こ
と
が
望
ま
れ
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
仏
の
世
界
の
な
か
で
、
例
外
的
に
生
ま
れ

る
こ
と
が
容
易
だ
と
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る）

43
（

。

私
た
ち
は
、
ふ
つ
う
、
自
分
が
い
て
自
分
が
捉
え
て
い
る
と
お
り
の
対
象
、
世

界
が
あ
る
、
こ
れ
が
「
現
実
」
だ
と
疑
っ
て
い
な
い
が
、
仏
教
は
そ
れ
こ
そ
が
私

た
ち
を
苦
し
み
の
世
界
に
閉
じ
込
め
て
い
る
檻
だ
と
説
く
。
私
た
ち
は
自
分
が
捉

え
て
い
る
も
の
を
「
現
実
」
と
疑
っ
て
い
な
い
の
で
、
私
た
ち
が
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
人
間
の
世
界
の
み
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
か
ら
解
放
さ
れ
た

仏
の
世
界
を
体
験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
仏
の
世
界
を
体
験
す
る
た
め
に
は
、

最
低
で
も
私
た
ち
や
私
た
ち
が
捉
え
て
い
る
対
象
が
実
体
で
は
な
い
こ
と
（
＝
空

性
）
を
直
接
体
験
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
菩
薩
の
十
の
階
梯
が

は
じ
ま
り
、
最
高
の
浄
土
（
報
土
）
を
体
験
す
る
た
め
に
は
菩
薩
の
階
梯
の
第
八

地
ま
で
到
達
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

例
外
と
さ
れ
る
の
が
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
で
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
が
あ
ら
ゆ
る
世

界
の
衆
生
が
も
し
自
分
の
世
界
に
生
れ
た
い
と
心
か
ら
願
う
な
ら
、
そ
れ
を
か
な
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え
る
と
い
う
誓
い
（
弥
陀
の
本
願
）
を
立
て
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

 　

た
と
ひ
わ
れ
仏
を
得
た
ら
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
至
心
信
楽
し
て
、
わ
が
国

に
生
ぜ
ん
と
欲
ひ
て
、
乃
至
十
念
せ
ん
。
も
し
生
ぜ
ず
は
、
正
覚
を
取
ら
じ
。

た
だ
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を
ば
除
く）

43
（

。（
第
十
八
願
）

私
た
ち
が
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
誓
願
の

働
き
（
他
力
）
に
よ
る
、
と
い
う
の
が
他
力
本
願
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
こ
で
問
題
が
あ
ら
わ
に
な
る
。
私
た
ち
が
現
に
輪
廻
の
世
界
に
生

き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た

ち
が
は
て
し
な
い
時
間
、
輪
廻
に
留
ま
り
続
け
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
原

因
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
が
、
誓
願
が
あ
っ
て
も
私
た
ち
が
願
わ
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

平
安
時
代
末
に
成
立
し
た
『
今
昔
物
語
集
』
に
は
、
極
楽
往
生
を
願
い
、
長
年

念
仏
を
称
え
続
け
て
い
た
老
僧
が
亡
く
な
り
、
弟
子
た
ち
は
極
楽
に
往
生
し
た
と

思
っ
て
い
た
が
、
夢
に
現
わ
れ
、
死
の
直
前
に
部
屋
の
酢
瓶
（
酢
を
入
れ
る
粗
末

な
素
焼
の
瓶
）
が
目
に
入
り
、「
自
分
が
死
ん
だ
ら
誰
の
も
の
に
な
る
の
か
」
と
思
っ

た
瞬
間
に
息
が
絶
え
、
執
着
の
心
で
蛇
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
語
っ

た
と
い
う
説
話
が
あ
る
（
巻
第
二
十
第
二
十
三）

43
（

）。
仏
教
で
は
死
の
瞬
間
の
感
情

が
次
に
何
に
生
ま
れ
変
わ
る
か
に
影
響
を
与
え
る
と
考
え
て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
死

の
瞬
間
に
極
楽
に
生
ま
れ
た
い
と
願
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
往
生
で
き
な
か
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。

『
往
生
要
集
』
の
成
功
は
、
厭
離
穢
土
・
欣
求
浄
土
、
ま
ず
輪
廻
の
苦
し
み
を

つ
ぶ
さ
に
描
き
出
し
て
読
む
者
に
輪
廻
の
世
界
を
抜
け
出
し
た
い
と
い
う
動
機
を

生
じ
さ
せ
（
こ
れ
は
古
代
イ
ン
ド
の
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
龍
樹
）
が
親
し
か
っ

た
南
イ
ン
ド
の
王
へ
の
手
紙
形
式
の
教
え
で
と
っ
た
方
法
で
あ
る）

43
（

）、
そ
の
う
え
で

阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
す
ば
ら
し
さ
や
そ
こ
に
生
ま
れ
る
た
め
の
方
法
を
説
い
て
い

る
点
に
あ
る
。

そ
こ
で
は
実
践
と
し
て
、
二
十
四
時
間
阿
弥
陀
仏
の
世
界
に
生
れ
る
こ
と
を
願

う
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
、
善
導
『
観
無
量
寿
経
疏）

43
（

』
の
三
心
の
説
明
と
『
往
生
礼

讃）
44
（

』
で
説
か
れ
て
い
る
四
修
が
引
用
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

三
心
と
は
至
誠
心
・
深
心
・
回
向
発
願
心
で
、
四
修
と
は
、
恭
敬
修
・
無
余
修
・

無
間
修
・
長
時
修
で
あ
る
。

法
然
の
『
選
択
本
願
念
仏
集）

44
（

』
に
お
い
て
も
、
第
八
章
で
「
三
心
」、
第
九
章

で
「
四
修
」
に
つ
い
て
、
引
用
し
、
私
釈
を
加
え
て
い
る
。

唯
円
が
ひ
い
て
い
る
の
は
、
そ
の
「
三
心
」
の
う
ち
の
「
深
心
」
に
つ
い
て
の

説
明
で
あ
る
。

親
鸞
は
関
東
の
門
人
た
ち
に
『
唯
信
鈔
』『
後
世
物
語
聞
書
』『
自
力
他
力
事
』

な
ど
法
然
の
弟
子
た
ち
の
著
作
を
読
む
こ
と
を
勧
め
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
書
で

も
、
こ
の
深
心
の
説
明
が
説
か
れ
て
い
る
。

 　

善
導
の
御
釈
に
よ
り
て
こ
れ
を
こ
こ
ろ
う
る
に
、
信
心
に
ふ
た
つ
の
釈
あ
り
。

ひ
と
つ
に
は
、「
深
く
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
煩
悩
具
足
し
、

善
根
薄
少
に
し
て
、
つ
ね
に
三
界
に
流
転
し
て
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
出
離
の

縁
な
し
と
信
知
す
べ
し
」
と
す
す
め
て
、
つ
ぎ
に
、「
弥
陀
の
誓
願
の
深
重
な

る
を
も
つ
て
、
か
か
る
衆
生
を
導
き
た
ま
ふ
と
信
知
し
て
、
一
念
も
疑
ふ
心
な

か
れ
」
と
す
す
め
た
ま
へ
り
。
こ
の
心
を
得
つ
れ
ば
、
わ
が
心
の
わ
ろ
き
に
つ

け
て
も
、
弥
陀
の
大
悲
の
ち
か
ひ
こ
そ
、
あ
は
れ
に
め
で
た
く
た
の
も
し
け
れ

と
仰
ぐ
べ
き
な
り）

44
（

。（『
後
世
物
語
聞
書
』）
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い
ま
こ
の
信
心
に
つ
き
て
二
つ
あ
り
。
一
つ
に
は
、
わ
が
身
は
罪
悪
生
死
の

凡
夫
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
、
つ
ね
に
沈
み
つ
ね
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ

る
こ
と
な
し
と
信
ず
。
二
つ
に
は
、
決
定
し
て
深
く
、
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
、

衆
生
を
摂
取
し
た
ま
ふ
こ
と
を
疑
は
ざ
れ
ば
、
か
の
願
力
に
乗
り
て
、
さ
だ
め

て
往
生
す
る
こ
と
を
得
と
信
ず
る
な
り
。
世
の
人
常
に
い
は
く
、「
仏
の
願
を

信
ぜ
ざ
る
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
わ
が
身
の
ほ
ど
を
は
か
ら
ふ
に
、
罪
障
の
つ

も
れ
る
こ
と
は
多
く
、
善
心
の
お
こ
る
こ
と
は
少
な
し
。
心
常
に
散
乱
し
て
一

心
を
得
る
こ
と
か
た
し
。
身
と
こ
し
な
へ
に
懈
怠
に
し
て
精
進
な
る
こ
と
な
し
。

仏
の
願
ふ
か
し
と
い
ふ
と
も
、
い
か
で
か
こ
の
身
を
迎
え
へ
た
ま
は
ん
」
と
。

こ
の
思
ひ
ま
こ
と
に
か
し
こ
き
に
似
た
り
、
驕
慢
を
お
こ
さ
ず
高
貢
の
心
な
し
。

し
か
は
あ
れ
ど
も
、
仏
の
不
思
議
力
を
疑
ふ
と
が
あ
り
。
仏
い
か
ば
か
り
の
力

ま
し
ま
す
と
し
り
て
か
、罪
悪
の
身
な
れ
ば
救
は
れ
が
た
し
と
思
ふ
べ
き）

44
（

。（『
唯

信
鈔
』）

興
味
深
い
の
は
こ
の
『
唯
信
鈔
』
の
引
用
箇
所
に
つ
い
て
、
親
鸞
が
『
唯
信
鈔

文
意
』
で
次
の
よ
う
に
註
釈
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

 　
「
具
三
心
者
必
生
彼
国
」（
観
経
）
と
い
ふ
は
、
三
心
を
具
す
れ
ば
か
な
ら
ず

か
の
国
に
生
る
と
な
り
。
し
か
れ
ば
善
導
は
、「
具
此
三
心　

必
得
往
生
也　

若
少
一
心 

即
不
得
生
」（
礼
讃　

六
五
四
）
と
の
た
ま
へ
り
。「
具
此
三
心
」
と

い
ふ
は
、
三
つ
の
心
を
具
す
べ
し
と
な
り
。「
必
得
往
生
」
と
い
ふ
は
、「
必
」

は
か
な
ら
ず
と
い
ふ
、「
得
」
は
得
る
と
い
ふ
、
得
る
と
い
ふ
は
往
生
を
う
る
と

な
り
。「
若
少
一
心
」
と
い
ふ
は
、「
若
」
は
も
し
と
い
ふ
、ご
と
し
と
い
ふ
、「
少
」

は
欠
く
る
と
い
ふ
、
少
な
し
と
い
ふ
。
一
心
か
け
ぬ
れ
ば
生
れ
ず
と
い
ふ
な
り
。

一
心
欠
く
る
と
い
ふ
は
信
心
の
欠
く
る
な
り
、
信
心
欠
く
と
い
ふ
は
、
本
願
真

実
の
三
信
心
の
か
く
る
な
り
。『
観
経
』
の
三
心
を
え
て
の
ち
に
、『
大
経
』
の

三
信
心
を
得
る
を
一
心
を
得
る
と
は
申
す
な
り）

4（
（

。（『
唯
信
鈔
文
意
』）

こ
こ
で
は
『
観
無
量
寿
経
』
の
三
心
と
『
大
無
量
寿
経
』
の
阿
弥
陀
仏
の
第

十
八
願
で
説
か
れ
て
い
る
他
力
の
三
心）

43
（

（
三
信
と
も
。
至
心
・
信
楽
・
欲
生
）
の

関
係
が
説
か
れ
て
い
て
、「『
観
経
』
の
三
心
を
え
て
の
ち
に
、『
大
経
』
の
三
信
心

を
得
る
を
一
心
を
得
る
と
は
申
す
な
り
」と
説
い
て
い
る
。
一
般
に
は「
若
少
一
心
」

は
、
三
心
の
う
ち
ひ
と
つ
で
も
欠
け
た
ら
と
い
う
意
味
で
理
解
す
る
が
、
親
鸞
は

三
心
を
そ
な
え
て
も
他
力
の
一
心
が
生
じ
な
け
れ
ば
報
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
解
釈
し
て
い
る
。

で
は
ど
う
や
っ
た
ら
他
力
の
信
を
獲
得
で
き
る
の
か
、
そ
の
手
が
か
り
と
な
る

の
が
、（
そ
れ
自
体
は
自
力
の
心
で
あ
る
）「
深
く
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の

凡
夫
、
煩
悩
具
足
し
、
善
根
薄
少
に
し
て
、
つ
ね
に
三
界
に
流
転
し
て
、
曠
劫
よ

り
こ
の
か
た
出
離
の
縁
な
し
と
信
知
す
」
る
と
い
う
、「
悪
人
」
と
し
て
の
自
覚

な
の
で
あ
る）

43
（

。

実
は
、
こ
れ
も
法
然
の
教
え
に
基
づ
い
て
い
る
。

法
然
は
『
一
枚
起
請
文
』
で
、
三
心
・
四
修
は
別
々
の
も
の
と
し
て
認
識
・
実

践
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
必
ず
往
生
す
る
と
い
う
確
信
（
他
力
の
信
）
に
包
摂

さ
れ
る
と
説
い
て
い
る
。

 　

た
だ
し
三
心
・
四
修
と
申
す
こ
と
の
候
ふ
は
、
み
な
決
定
し
て
南
無
阿
弥
陀

仏
に
て
往
生
す
る
ぞ
と
思
ふ
う
ち
に
籠
り
候
ふ
な
り）

43
（

。

『
後
世
物
語
聞
書
』
で
は
、
三
心
は
念
仏
に
包
摂
さ
れ
る
と
説
い
て
い
る
が
、
そ

の
プ
ロ
セ
ス
を
丁
寧
に
説
い
て
い
る
の
が
、
親
鸞
自
筆
本
が
残
り
、
法
然
の
教
え
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や
臨
終
の
際
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を
書
き
写
し
た
『
西
方
指
南
抄
』
に
収
録
さ
れ

て
い
る
法
然
著
『
三
機
分
別
』
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
三
心
が
自
力
の
心
で
あ
る

こ
と
が
は
っ
き
り
し
る
さ
れ
、
し
か
し
ひ
た
す
ら
念
仏
す
る
こ
と
で
、
決
定
信
心

が
得
ら
れ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

 　

も
と
よ
り
三
心
は
本
願
に
あ
ら
ず
、
こ
れ
自
力
な
り
。
三
心
は
自
力
な
り
と

い
ふ
は
、
本
願
の
つ
な
に
お
び
か
れ
て
、
信
心
の
手
を
の
べ
て
と
り
つ
ぐ
分
を

さ
す
な
り
と
こ
ゝ
ろ
う
べ
し
。
今
念
仏
を
相
続
し
て
信
心
を
守
護
せ
む
と
す
る

に
、
三
心
の
中
の
深
心
を
は
げ
む
行
者
也
。
相
続
の
念
仏
の
功
徳
を
も
ち
て
、

廻
向
し
て
往
生
を
期
せ
ば
、
ま
こ
と
に
自
力
往
生
を
望
む
も
の
と
い
は
る
べ
き

な
り
。
ま
た
念
仏
は
す
れ
ど
も
、
常
に
信
心
も
お
こ
ら
ず
、
願
を
縁
ず
る
事
の

つ
ね
に
も
な
け
れ
ば
と
て
、
往
生
を
不
定
に
思
ふ
べ
か
ら
ず
。
そ
の
こ
ゝ
ろ
な

け
れ
ど
も
、
た
ゞ
自
力
を
存
ぜ
ず
、
す
べ
て
疑
惑
の
心
な
く
し
て
常
に
念
仏
す

れ
ば
、
我
心
に
は
お
ぼ
え
ね
ど
も
、
信
心
の
い
ろ
の
し
た
ひ
か
り
て
相
続
す
る

あ
ひ
だ
、
決
定
往
生
を
う
る
な
り）

43
（

。

親
鸞
自
身
は
、
師
の
法
然
と
は
異
な
る
宗
派
を
立
て
る
意
図
は
な
か
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
る
が
、
次
第
に
党
派
性
を
帯
び
て
き
て
、
浄
土
宗
が
「
念
仏
為
本
」、

浄
土
真
宗
が
「
信
心
為
本
」
と
差
別
化
さ
れ
る
な
か
で
、
で
は
ど
う
や
っ
て
他
力

の
信
を
獲
得
す
る
の
か
と
い
う
議
論
が
落
ち
て
し
ま
い
、
自
力
の
念
仏
、
自
力
往

生
が
だ
め
な
こ
と
で
、
実
際
に
は
得
る
こ
と
の
困
難
な
他
力
の
信
を
得
て
い
る
こ

と
が
宗
派
の
前
提
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
般
的
に
い
わ
れ

て
い
る
こ
と
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
あ
る
浄
土
真
宗
関
係
の
方
か
ら
、
浄
土

宗
で
は
念
仏
を
大
声
で
沢
山
称
え
る
の
に
対
し
、
浄
土
真
宗
で
は
そ
れ
で
は
自
力

の
念
仏
に
な
る
と
、
小
さ
い
声
で
数
を
少
な
く
称
え
る
と
う
か
が
っ
た
こ
と
が
あ

る
（
そ
れ
が
他
力
の
念
仏
で
あ
る
か
は
疑
問
だ
が
）。

し
か
し
、
親
鸞
が
書
写
し
た
法
然
の
教
え
に
よ
る
な
ら
ば
、
他
力
の
信
の
獲
得

の
手
が
か
り
が
、「
深
心
」
の
説
明
と
し
て
説
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
、
こ
の
「
自

身
は
こ
れ
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
、
つ
ね
に
し
づ
み
、
つ

ね
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
き
身
と
し
れ
」
と
い
う
、「
悪
人
」
と
し

て
の
自
覚
と
ひ
た
す
ら
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
、
浄
土
真
宗
の
僧
侶
の
あ
い
だ
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
を
す
る
と
「
自
力
」
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
生
じ
た

と
い
う）

43
（

。
自
力
は
ダ
メ
と
い
う
発
想
の
萌
芽
は
『
歎
異
抄
』
第
十
七
条
の
辺
土
往

生
者
は
地
獄
行
き
と
い
う
異
義
に
も
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
唯
円
に
よ
っ
て
は
っ

き
り
「
異
義
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
強
調
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

四　

ど
の
よ
う
に
し
て
唯
円
に
悪
人
の
自
覚
が
生
じ
た
か

法
然
や
親
鸞
が
説
く
よ
う
に
、
自
分
が
悪
人
で
あ
る
と
自
覚
す
る
こ
と
が
他
力

の
信
を
得
る
に
至
る
唯
一
の
道
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。

異
義
者
は
親
鸞
の
信
と
は
異
な
り
、
実
際
に
は
善
人
が
救
わ
れ
る
と
考
え
て
い

る
と
批
判
す
る
唯
円
に
、
で
は
ど
う
や
っ
て
悪
人
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
生
じ
た

か
。
そ
れ
に
関
連
す
る
記
事
が
な
い
か
『
歎
異
抄
』
を
探
し
て
み
る
と
、
第
十
三
条

の
異
義
者
の
本
願
ぼ
こ
り
批
判
へ
の
批
判
の
な
か
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
、
親
鸞
か

ら
千
人
殺
し
な
さ
い）

（4
（

と
い
わ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
そ
れ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
条
は
、
議
論
と
な
っ
て
い
る
「
本
願
ぼ
こ
り
」
の
実
態
が
詳
し
く
説
か
れ

て
い
な
い
（
悪
を
成
し
た
方
が
阿
弥
陀
仏
に
救
わ
れ
る
と
い
う
積
極
的
な
造
悪
論

と
混
同
さ
れ
が
ち
だ
が
、「
そ
の
か
み
邪
見
に
お
ち
た
る
ひ
と
あ
つ
て
」
と
そ
れ
が

邪
見
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
「
本
願
ぼ
こ
り
」
は
異
な
る
と
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考
え
る
べ
き
で
あ
る
）
こ
と
と
、
親
鸞
の
「
千
人
殺
せ
」
と
い
う
教
え
の
イ
ン
パ

ク
ト
が
強
す
ぎ
て
、
論
が
す
っ
き
り
し
な
い
き
ら
い
が
あ
る
。
な
ぜ
そ
れ
を
こ
こ

に
挿
入
し
た
か
と
い
う
と
、
唯
円
に
と
っ
て
悪
人
の
自
覚
が
生
じ
た
の
が
、
こ
の

親
鸞
と
の
問
答
で
、
そ
れ
を
書
き
残
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。『
歎
異
抄
』
に
よ
れ
ば
、こ
れ
は
親
鸞
と
唯
円
の
一
対
一
の
や
り
と
り
で
あ
る
。

そ
の
流
れ
を
見
て
お
こ
う
。

 　

ま
た
あ
る
と
き
、「
唯
円
房
は
わ
が
言
ふ
こ
と
を
ば
信
ず
る
か
」
と
、
仰
せ

の
候
ひ
し
あ
ひ
だ
、「
さ
ん
候
ふ
」
と
、
申
し
候
ひ
し
か
ば
、「
さ
ら
ば
、
言
は

ん
こ
と
た
が
ふ
ま
じ
き
か
」
と
、
重
ね
て
仰
せ
の
候
ひ
し
あ
ひ
だ
、
つ
つ
し
ん

で
領
状
申
し
て
候
ひ
し
か
ば
、「
た
と
へ
ば
、
ひ
と
千
人
殺
し
て
ん
や
、
し
か
ら

ば
往
生
は
一
定
す
べ
し
」
と
、
仰
せ
候
ひ
し
と
き
、「
仰
せ
に
て
は
候
へ
ど
も
、

一
人
も
こ
の
身
の
器
量
に
て
は
、
殺
し
つ
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ず
候
ふ
」
と
、
申

し
て
候
ひ
し
か
ば
、「
さ
て
は
、
い
か
に
親
鸞
が
い
ふ
こ
と
を
違
ふ
ま
じ
き
と
は

い
ふ
ぞ
」
と
。「
こ
れ
に
て
知
る
べ
し
。
な
に
ご
と
も
心
に
ま
か
せ
た
る
こ
と
な

ら
ば
、
往
生
の
た
め
に
千
人
殺
せ
と
い
は
ん
に
、
す
な
は
ち
殺
す
べ
し
。
し
か

れ
ど
も
、
一
人
に
て
も
か
な
ひ
ぬ
べ
き
業
縁
な
き
に
よ
り
て
害
せ
ざ
る
な
り
。

わ
が
心
の
よ
く
て
殺
さ
ぬ
に
は
あ
ら
ず
。
ま
た
害
せ
じ
と
思
ふ
と
も
、
百
人
・

千
人
を
殺
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」
と
、
仰
せ
の
候
ひ
し
か
ば
、
わ
れ
ら
が
心
の

よ
き
を
ば
よ
し
と
思
ひ
、
悪
し
き
こ
と
を
ば
悪
し
と
思
ひ
て
、
願
の
不
思
議
に

て
助
け
た
ま
ふ
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
ざ
る
こ
と
を
、
仰
せ
の
候
ひ
し
な
り）

（4
（

。（
第

十
三
条
）

仏
教
で
は
苦
し
み
の
原
因
を
「
無
明
」、
物
事
を
正
し
く
捉
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
に
求
め
る
。
私
た
ち
ば
漠
然
と
、
今
の
「
日
常
」「
現
実
」
が
続
い
て
い

く
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
誰
も
東
北
で
大
き
な
地
震
が
お
き
て
、
津
波
で
甚
大
な

被
害
を
こ
う
む
り
、
原
発
が
事
故
を
お
こ
す
こ
と
な
ど
想
像
す
ら
し
て
い
な
か
っ

た
。
中
東
や
、
東
南
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
な
ら
と
も
か
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
本
格
的

な
戦
争
が
起
き
る
と
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
起
き
る
ま
で
は
。
私

た
ち
が
漠
然
と
続
く
と
思
っ
て
い
た
日
常
は
、
た
だ
の
思
い
込
み
で
し
か
な
か
っ
た
。

親
鸞
か
ら
「
わ
が
心
の
よ
く
て
殺
さ
ぬ
に
は
あ
ら
ず
。
ま
た
害
せ
じ
と
思
ふ
と

も
、
百
人
・
千
人
を
殺
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」
と
告
げ
ら
れ
た
と
き
、
唯
円
は
自

分
の
見
え
難
さ
、「
自
分
は
今
、
た
ま
た
ま
殺
し
て
い
な
い
人
間
で
あ
る
に
す
ぎ
な

い
」
と
い
う
事
実
に
気
づ
か
さ
れ
、
暗
闇
を
覗
き
込
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
は
絶
望
で
は
な
い
。
そ
れ
は
仏
が
見
て
い
る
視
線
で
自
分
の
こ
と

を
見
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
私
が
見
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
阿
弥
陀
仏
は

ほ
か
な
ら
ぬ
自
分
を
救
う
誓
願
を
立
て
ら
れ
た
こ
と
が
実
感
で
き
る
。
阿
弥
陀
仏

の
救
い
が
、
一
般
論
で
は
な
く
、
自
分
を
救
う
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

『
歎
異
抄
』
で
、
親
鸞
と
唯
円
の
一
対
一
の
や
り
と
り
が
、
も
う
一
か
所
あ
る
。

第
九
条
で
、親
鸞
は
唯
円
の「
念
仏
を
唱
え
て
も
喜
び
の
心
が
十
分
で
は
な
く（『
大

無
量
寿
経
』
に
「
そ
れ
衆
生
あ
り
て
、
こ
の
光
に
遇
ふ
も
の
は
、
三
垢
消
滅
し
、

身
意
柔
軟
な
り
。
歓
喜
踊
躍
し
て
善
心
生
ず）

（4
（

」
と
あ
る
た
め
。「
お
ろ
そ
か
」
と

い
う
の
は
十
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
生
じ
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
）
い

そ
い
で
浄
土
に
生
れ
た
い
と
い
う
心
も
生
じ
な
い
」
と
い
う
疑
問
に
対
し
、「
お
前

も
そ
う
だ
っ
た
の
か
」
と
応
じ
る
。

 　

よ
く
よ
く
案
じ
み
れ
ば
、
天
に
踊
り
地
に
を
ど
る
ほ
ど
に
喜
ぶ
べ
き
こ
と
を
、

喜
ば
ぬ
に
て
、
い
よ
い
よ
往
生
は
一
定
と
思
ひ
た
ま
ふ
な
り
。
喜
ぶ
べ
き
心
を

お
さ
へ
て
、
喜
ば
ざ
る
は
煩
悩
の
所
為
な
り
。
し
か
る
に
仏
か
ね
て
知
ろ
し
め

し
て
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
仰
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
他
力
の
悲
願
は
か
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く
の
ご
と
し
、
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
知
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
た
の
も
し

く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
。
ま
た
浄
土
へ
急
ぎ
参
り
た
き
心
の
な
く
て
、
い
さ
さ
か
所

労
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
死
な
ん
ず
る
や
ら
ん
と
心
細
く
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
も
、
煩

悩
の
所
為
な
り
。
久
遠
劫
よ
り
い
ま
ま
で
流
転
せ
る
苦
悩
の
旧
里
は
捨
て
が
た

く
、
い
ま
だ
生
れ
ざ
る
安
養
浄
土
は
恋
し
か
ら
ず
候
ふ
こ
と
、
ま
こ
と
に
よ
く

よ
く
煩
悩
の
興
盛
に
候
ふ
に
こ
そ
。
名
残
を
し
く
思
へ
ど
も
、
娑
婆
の
縁
尽
き

て
、
力
な
く
し
て
終
は
る
と
き
に
、
彼
の
土
へ
は
参
る
べ
き
な
り
。
急
ぎ
参
り

た
き
心
な
き
者
を
、
こ
と
に
あ
は
れ
み
た
ま
ふ
な
り
。
こ
れ
に
つ
け
て
こ
そ
、

い
よ
い
よ
大
悲
大
願
は
た
の
も
し
く
、
往
生
は
決
定
と
存
じ
候
へ
。
踊
躍
歓
喜

の
心
も
あ
り
、
い
そ
ぎ
浄
土
へ
も
参
り
た
く
候
は
ん
に
は
、
煩
悩
の
な
き
や
ら

ん
と
、
あ
や
し
く
候
ひ
な
ま
し
と
云

）々
（4
（

。（
第
九
条
）

自
分
が
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
輪
廻
を
抜
け
出
す
手
段
を
持
た
な
い
身
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
れ
ば
わ
か
る
ほ
ど
、
そ
の
よ
う
な
自
分
を
あ
わ
れ
ん
で
、
阿
弥
陀
仏
が

自
分
を
救
う
た
め
に
誓
願
を
立
て
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
、
こ
の
構
造
こ
そ
が
親

鸞
の
信
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

五　

 

上
京
し
た
関
東
の
門
人
へ
の
言
葉
は

特
異
な
も
の
だ
っ
た
か

第
二
条
は
、
晩
年
京
都
に
戻
っ
て
い
た
親
鸞
を
、
関
東
か
ら
は
る
ば
る
や
っ
て

き
た
門
人
た
ち
に
対
し
て
親
鸞
が
語
っ
た
言
葉
で
あ
る
。

 

一　

お
の
お
の
の
十
余
箇
国
の
さ
か
ひ
を
こ
え
て
、
身
命
を
か
へ
り
み
ず
し
て
、

た
づ
ね
き
た
ら
し
め
た
ま
ふ
御
こ
こ
ろ
ざ
し
ひ
と
へ
に
往
生
極
楽
の
み
ち
を
問

ひ
き
か
ん
が
た
め
な
り
。
し
か
る
に
念
仏
よ
り
ほ
か
に
往
生
の
道
を
も
存
知
し
、

ま
た
法
文
等
を
も
知
り
た
る
ら
ん
と
、
こ
こ
ろ
に
く
く
お
ぼ
し
め
し
て
お
は
し

ま
し
て
は
ん
べ
ら
ん
は
、
お
ほ
き
な
る
誤
り
な
り
。
も
し
し
か
ら
ば
、
南
都
北

嶺
に
も
ゆ
ゆ
し
き
学
生
た
ち
お
ほ
く
座
せ
ら
れ
て
候
ふ
な
れ
ば
、
か
の
人
に
も

会
ひ
た
て
ま
つ
り
て
、
往
生
の
要
よ
く
よ
く
聞
か
る
べ
き
な
り
。
親
鸞
に
お
き

て
は
、た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
助
け
ら
れ
ま
ゐ
ら
す
べ
し
と
、よ
き
ひ
と
（
法
然
）

の
仰
せ
を
か
ぶ
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
な
り
。
念
仏
は
、
ま
こ
と

に
浄
土
に
生
る
る
種
に
て
や
は
ん
べ
ら
ん
、
ま
た
地
獄
に
落
つ
べ
き
業
に
て
や

は
ん
べ
る
ら
ん
。
総
じ
て
も
つ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
た
と
ひ
法
然
聖
人
に
す

か
さ
れ
ま
ゐ
ら
せ
て
、
念
仏
し
て
地
獄
に
落
ち
た
り
と
も
、
さ
ら
に
後
悔
す
べ

か
ら
ず
候
ふ
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
自
余
の
行
も
は
げ
み
て
仏
に
成
る
べ
か
り
け
る

身
が
、
念
仏
を
申
し
て
地
獄
に
も
落
ち
て
候
は
ば
こ
そ
、
す
か
さ
れ
た
て
ま
つ

り
て
と
い
ふ
後
悔
も
候
は
め
。
い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と

て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し）

（（
（

。（
第
二
条
）

多
く
の
論
者
は
、
関
東
の
門
人
の
状
況
の
背
景
に
、
善
鸞
義
絶
事
件
を
想
定
し

て
い
る）

（3
（

。
善
鸞
は
親
鸞
の
子
で
、
京
都
に
戻
っ
た
親
鸞
に
代
わ
っ
て
門
人
た
ち
を

指
導
し
て
い
た
が
、
自
分
の
み
が
知
る
親
鸞
か
ら
秘
か
に
教
え
ら
れ
た
往
生
の
方

法
が
あ
る
と
説
い
て
門
徒
た
ち
を
混
乱
さ
せ
、
親
鸞
は
義
絶
状
を
送
っ
た）

（3
（

。
門
人

た
ち
は
、
念
仏
以
外
に
往
生
の
方
法
が
あ
る
か
と
疑
問
を
抱
い
て
上
京
し
、
そ
れ

に
対
し
て
「
知
ら
な
い
」
と
突
き
放
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
推
測
の
背
景
に
は
、
こ
の
言
葉
が
わ
ざ
わ
ざ
上
京
し
た
門
人
た
ち

へ
の
言
葉
と
し
て
特
異
な
も
の
だ
と
い
う
捉
え
方
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で

見
て
き
た
法
然
の
教
え
と
の
連
続
性
を
考
え
る
と
、
親
鸞
が
関
東
に
い
た
と
き
も

同
様
な
教
え
を
説
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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ま
ず
経
典
や
教
え
に
つ
い
て
の
知
識
だ
が
、
法
然
『
一
枚
起
請
文
』
に
は
次
の

よ
う
に
あ
る
。

 　

も
ろ
こ
し
（
中
国
）・
わ
が
朝
に
、
も
ろ
も
ろ
の
智
者
達
の
沙
汰
し
ま
う
さ

る
る
観
念
の
念
に
も
あ
ら
ず
。
ま
た
、
学
文
を
し
て
念
の
心
を
悟
り
て
申
す
念

仏
に
も
あ
ら
ず
。
た
だ
往
生
極
楽
の
た
め
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
し
て
、
疑

な
く
往
生
す
る
ぞ
と
思
ひ
と
り
て
申
す
ほ
か
に
は
別
の
子
細
候
は
ず
。･･･

…
こ

の
ほ
か
に
奥
深
き
こ
と
を
存
ぜ
ば
、
二
尊
の
あ
は
れ
み
に
は
づ
れ
、
本
願
に
も

れ
候
ふ
べ
し
。念
仏
を
信
ぜ
ん
人
は
、た
と
ひ
一
代
の
法
を
よ
く
よ
く
学
す
と
も
、

一
文
不
知
の
愚
鈍
の
身
に
な
し
て
、
尼
入
道
の
無
智
の
と
も
が
ら
に
お
な
じ
く

し
て
、
智
者
の
ふ
る
ま
ひ
を
せ
ず
し
て
、
た
だ
一
向
に
念
仏
す
べ
し）

（3
（

。

『
歎
異
抄
』
の
教
え
の
多
く
は
師
の
法
然
の
教
え
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
知
識
を
増
や
す
こ
と
へ
の
否
定
的
態
度
は
、
関
東

で
教
え
て
い
た
こ
ろ
か
ら
の
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

流
罪
と
な
っ
た
と
は
い
え
、
親
鸞
は
比
叡
山
で
学
習
、
修
行
を
お
こ
な
っ
た
エ

リ
ー
ト
だ
か
ら
、
関
東
で
そ
の
学
識
を
期
待
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
ろ
う
。『
口

伝
鈔
』
に
は
北
条
時
氏
が
一
切
経
の
書
写
を
お
こ
な
わ
せ
、
そ
の
校
合
の
た
め
に

親
鸞
が
鎌
倉
に
招
か
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る）

（3
（

。

経
典
の
知
識
を
期
待
す
る
門
人
が
い
た
と
し
た
ら
、
関
東
で
も
親
鸞
は
法
然
が

説
い
た
よ
う
に
「
一
文
不
知
の
愚
鈍
の
身
に
な
し
て
、･･･

…
智
者
の
ふ
る
ま
ひ
を

せ
ず
し
て
、
た
だ
一
向
に
念
仏
す
べ
」
き
こ
と
を
説
く
だ
け
だ
っ
た
ろ
う
。

親
鸞
に
法
然
の
教
え
に
対
す
る
疑
い
の
念
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
親
鸞

は
晩
年
の
高
僧
和
讃
で
、
法
然
を
阿
弥
陀
仏
や
勢
至
菩
薩
の
化
身
と
し
て
た
た
え

て
い
る
。『
西
方
指
南
抄
』
所
収
『
法
然
上
人
臨
終
行
儀
』
に
よ
れ
ば
、
法
然
は

死
に
際
し
て
自
分
は
極
楽
に
元
い
た
身
だ
と
語
っ
た
と
い
う
。
親
鸞
は
浄
土
へ
の

往
生
だ
け
で
な
く
、
浄
土
か
ら
衆
生
を
救
う
た
め
に
こ
の
世
に
戻
っ
て
く
る
こ
と

も
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
の
働
き
に
よ
る
と
し
て
お
り
（『
歎
異
抄
』
第
四
条
・
第
五

条
の
内
容
は
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
）
ほ
か
な
ら
ぬ
仏
菩
薩
の
化
身
と
し
て

の
法
然
に
実
際
に
め
ぐ
り
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
教
え
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
裏
打

ち
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

第
二
条
の
、
法
然
に
だ
ま
さ
れ
て
念
仏
を
唱
え
て
地
獄
に
落
ち
た
と
し
て
も
後

悔
は
な
い
、
自
分
は
地
獄
行
き
の
身
な
の
だ
か
ら
、
と
い
う
親
鸞
の
言
葉
は
、
法

然
に
対
す
る
疑
念
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
、
悪
人
と
し
て
の
自
覚
こ

そ
が
自
分
が
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
確
信
さ
せ
る
、
と
い
う
文

脈
で
捉
え
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
読
者
が
い
き
な
り
語

録
を
読
む
の
で
は
な
く
、「
異
義
条
々
」、
特
に
後
序
の
親
鸞
の
言
葉
を
読
者
が
あ

ら
か
じ
め
読
ん
で
い
る
必
要
が
あ
る
。

悪
人
の
自
覚
は
、
親
鸞
が
唯
円
を
導
い
た
よ
う
に
、
手
が
か
り
を
与
え
る
こ
と

は
で
き
て
も
、
自
覚
す
る
の
は
本
人
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
一
般
的
に
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
る
指
導
者
ら
し
く
な
い
た
め
、
善
鸞
義
絶
事
件
と
関
連
づ
け
ら
れ
た
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
仏
教
の
核
心
や
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
が
「
不
可
思
議
」、

概
念
的
理
解
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
親
鸞
語
録
の
最
後
の
条
の
次

の
言
葉
も
、
親
鸞
が
他
の
箇
所
で
法
然
の
教
え
に
由
来
す
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る

も
の
で
あ
る）

（3
（

。
 

一　

念
仏
に
は
無
義
を
も
つ
て
義
と
す
。
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の
ゆ
ゑ
に
、

と
仰
せ
候
ひ
き）

34
（

。（
第
十
条
）

仏
教
は
、
私
が
い
て
私
が
捉
え
て
い
る
対
象
が
あ
る
、
こ
れ
が
「
現
実
」
だ
と
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疑
わ
な
い
私
た
ち
の
捉
え
方
こ
そ
が
、
私
た
ち
を
苦
し
み
の
中
に
閉
じ
込
め
て
い

る
牢
獄
だ
と
説
く
。
そ
こ
か
ら
人
を
解
放
す
る
仏
教
の
核
心
は
、
対
象
を
捉
え
る

働
き
と
不
可
分
な
言
葉
で
は
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
知
識
に
よ
っ
て
阿
弥

陀
仏
が
衆
生
を
救
う
こ
と
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て

も
一
般
論
で
あ
り
、
ほ
か
な
ら
ぬ
自
分
を
救
う
た
め
に
阿
弥
陀
仏
が
誓
願
を
た
て

た
こ
と
を
真
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
然
や
親
鸞
が
智
者
ら
し
く
振
舞

う
の
を
危
険
視
す
る
の
は
、
そ
れ
が
知
識
を
増
や
す
こ
と
で
理
解
で
き
る
も
の
で

は
な
く
、
自
分
は
輪
廻
を
抜
け
出
す
手
段
を
持
た
な
い
「
悪
人
」
で
あ
る
と
い
う

自
覚
を
通
じ
て
の
み
、
得
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
蓮
如
本
に
は
錯
簡
が
あ
る
と
い
う
佐
藤
正
英
説
を
手
が
か
り
に
、『
歎

異
抄
』
の
い
く
つ
か
の
条
の
読
解
を
試
み
た
。
佐
藤
説
に
つ
い
て
は
、
末
木
文
美

士
『
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選　

親
鸞）

34
（

』
や
苅
部
直
『
日
本
思
想
史
の
名
著

）
34
（30

』

で
も
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
日
本
仏
教
や
日
本
思
想
史
に
関
心
の
あ
る
人
に
は
知
ら

れ
て
い
る
と
思
う
が
、
提
起
す
る
問
題
の
大
き
さ
に
比
し
て
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
議

論
は
盛
ん
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
蓮
如
本
と
は
異
な
る
系
統
の
写
本
が
存
在
し

な
い
こ
と
が
大
き
い
だ
ろ
う
し
、
佐
藤
説
が
大
部
の
著
作
で
「
原
形
復
元
の
試
み
」

と
各
条
々
に
つ
い
て
先
行
す
る
解
釈
を
取
り
上
げ
て
詳
細
に
検
討
し
た
「『
歎
異

抄
』
註
釈
」
に
分
か
れ
て
お
り
、
蓮
如
本
と
佐
藤
説
が
想
定
す
る
「
原
形
」
で
ど

う
解
釈
が
変
わ
る
の
か
が
見
え
に
く
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い）

34
（

。
本

稿
で
は
、
蓮
如
本
に
基
づ
く
現
行
形
態
と
佐
藤
説
で
ど
う
解
釈
が
変
わ
る
か
を
示

し
、『
歎
異
抄
』
の
内
容
を
善
導
―
源
信
―
法
然
と
い
う
浄
土
信
仰
の
流
れ
に
位

置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
筆
者
と
し
て
は
、こ
の
よ
う
に
見
え
て
き
た『
歎
異
抄
』

の
姿
に
納
得
が
い
っ
て
い
る
が
、
文
献
的
な
新
資
料
が
見
つ
か
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、
判
断
は
読
者
に
ゆ
だ
ね
た
い
。

冒
頭
で
、
読
書
体
験
と
仏
教
の
観
点
か
ら
の
理
解
は
別
だ
と
言
っ
た
が
、『
歎

異
抄
』
が
多
く
の
人
の
心
を
と
ら
え
た
の
は
、
説
明
な
く
い
き
な
り
「
本
願
を
信

ぜ
ん
に
は
、
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
ゑ
に
。
悪

を
も
恐
る
べ
か
ら
ず
、
弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
ゆ
ゑ
に
」（
第

一
条
）、「
念
仏
は
、
ま
こ
と
に
浄
土
に
生
る
る
種
に
て
や
は
ん
べ
ら
ん
、
ま
た
地

獄
に
お
つ
べ
き
業
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
。総
じ
て
も
つ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
」（
第

二
条
）、「
善
人
な
ほ
も
つ
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」
と
言
い
切
る

こ
と
の
衝
撃
に
あ
り
、
佐
藤
説
の
よ
う
な
異
義
条
々
の
あ
と
に
語
録
が
付
さ
れ
て

い
る
の
が
本
来
の
姿
だ
っ
た
と
し
て
も
、
現
代
に
お
い
て
今
ほ
ど
の
読
者
を
得
る

こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
歴
史
の
不
思
議
か
も
し
れ
な
い
。

註（
１
）　

近
代
に
お
け
る
『
歎
異
抄
』
受
容
に
つ
い
て
は
、
子
安
宣
邦
『
歎
異
抄
の
近
代
』

白
澤
社
（
二
〇
一
四
）、
前
近
代
か
ら
近
代
へ
の
親
鸞
イ
メ
ー
ジ
の
変
遷
に
つ
い
て

は
大
澤
絢
子『
親
鸞「
六
つ
の
顔
」は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
』筑
摩
選
書（
二
〇
一
九
）

を
参
照
。

（
2
）　

青
土
社
（
二
〇
〇
五
）（『
歎
異
抄
論
註
』（
一
九
九
二
）
の
改
題
、
改
訂
版
）。

（
3
）　

引
用
の
う
ち『
浄
土
真
宗
聖
典（
註
釈
版
）第
二
版
』本
願
寺
出
版
社（
一
九
八
八
）、

『
浄
土
真
宗
聖
典　

七
祖
篇
』
同
（
一
九
九
六
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
該

当
ペ
ー
ジ
を
記
す
（『
真
宗
聖
典
』『
七
祖
篇
』
と
略
す
）。
た
だ
し
、
主
と
し
て
読

み
や
す
さ
の
点
か
ら
、
表
記
は
一
致
し
て
い
な
い
。

（
4
）　
『
真
宗
聖
典
』
八
三
一
～
二
頁
。

（
5
）　

真
宗
教
団
連
合
「
抗
議
の
こ
と
（
他
力
本
願
の
誤
用
に
つ
い
て
）」（
二
〇
〇
二
）。

https://w
w
w
.shin.gr.jp/activity/seim

ei/20020527.htm
l

（
6
）　

信
楽
俊
麿
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
講
義
録
『
真
宗
の
大
意
』
法
蔵
館
（
二
〇
〇
〇
）

は
、
プ
ラ
サ
ー
ダ
（
信
楽
）
と
西
洋
の
フ
ェ
イ
ス
や
ビ
リ
ー
ブ
と
の
違
い
に
つ
い
て
、

丁
寧
に
説
明
し
て
い
る
。

『歎異抄』を浄土信仰の流れに位置づける―蓮如本錯簡説を踏まえた読み直し―

22



（
7
）　
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
平
楽
寺
書
店
（
一
九
五
五
）
六
五
頁
。

（
8
）　

市
川
定
敬
「
法
然
の
三
心
に
つ
い
て
―
そ
の
動
態
と
志
向
―
」『
佛
教
大
学
大
学

院
紀
要
』
三
一
号
（
二
〇
〇
三
）。

（
9
）　
『
真
宗
聖
典
』
八
四
五
頁
。

（
10
）　
『
真
宗
聖
典
』
八
四
七
頁
。

（
11
）　
『
真
宗
聖
典
』
八
四
九
頁
。

（
12
）　
『
観
無
量
寿
経
疏
』『
七
祖
篇
』
四
六
一
頁
。

（
13
）　
『
真
宗
聖
典
』
七
五
一
頁
。

（
14
）　
『
真
宗
聖
典
』
八
五
一
頁
。

（
15
）　
『
真
宗
聖
典
』
八
四
八
～
九
頁
。

（
16
）　
『
真
宗
聖
典
』
八
五
二
頁
。

（
17
）　
『
真
宗
聖
典
』
八
三
三
～
四
頁
。

（
18
）　

梶
村
昇
『
悪
人
正
機
説
』
大
東
出
版
社
（
一
九
九
二
）。

（
19
）　
『
真
宗
聖
典
』
九
〇
七
～
八
頁
。

（
20
）　
『
歎
異
抄
』
と
『
口
伝
鈔
』
の
内
容
比
較
を
深
川
宣
暢
「『
歎
異
抄
』
と
『
口
伝
鈔
』

の
比
較
考
察
」『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
二
九
の
二
（
一
九
八
一
）
が
お
こ
な
っ
て

い
る
。

（
21
）　
『
真
宗
聖
典
』
八
五
三
頁

（
22
）　
『
七
祖
篇
』
四
五
七
頁
。

（
23
）　
『
七
祖
篇
』
所
収
。

（
24
）　

五
来
重
『
善
光
寺
ま
い
り
』
平
凡
社
（
一
九
八
八
）。

（
25
）　

吉
村
均
『
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
入
門
―
自
分
を
愛
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
心
の
訓
練
』

第
六
章
３「
ポ
ワ（
意
識
の
転
移
）の
瞑
想
と
極
楽
往
生
」ち
く
ま
新
書（
二
〇
一
八
）。

（
26
）　
『
真
宗
聖
典
』
一
八
頁
。

（
27
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔
物
語
集
』
四
、
岩
波
書
店
（
一
九
六
二
）。

（
28
）　
『
勧
誡
王
頌
（
友
へ
の
手
紙
）』
大
乗
仏
典
『
龍
樹
論
集
』
中
公
文
庫
（
二
〇
一
四
）

所
収
。
源
信
は
『
往
生
要
集
』
で
六
道
の
苦
し
み
を
つ
ぶ
さ
に
描
い
た
後
、『
龍
樹

為
王
説
法
要
偈
』
の
題
名
で
長
文
の
引
用
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

（
29
）　
『
七
祖
篇
』
所
収
。

（
30
）　
『
七
祖
篇
』
所
収
。

（
31
）　
『
七
祖
篇
』
所
収
。

（
32
）　
『
真
宗
聖
典
』
一
八
頁
。

（
33
）　
『
真
宗
聖
典
』
一
三
六
四
～
五
頁
。

（
34
）　
『
真
宗
聖
典
』
一
三
四
八
頁
。

（
35
）　
「
た
と
ひ
わ
れ
仏
を
得
た
ら
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
至
心 

信
楽
し
て
、
わ
が
国
に

生
ぜ
ん
と
欲
ひ
て
（
欲
生
）、
乃
至
十
念
せ
ん
。
も
し
生
ぜ
ず
は
、
正
覚
を
取
ら
じ
。

た
だ
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を
ば
除
く
。」（
第
十
八
願
）

（
36
）　
『
教
行
信
証
』
の
略
本
と
さ
れ
る
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
を
見
る
と
、
仏
教
で
い
う

方
便
と
真
実
の
、
真
実
の
側
か
ら
説
い
て
い
る
の
が
『
教
行
信
証
』
で
あ
り
、
実
践

の
側
か
ら
い
う
と
、
自
力
の
三
心
で
あ
る
観
無
量
寿
経
の
心
か
ら
他
力
の
一
心
が
生

じ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
吉
村
均
「
後
ろ
か
ら
読
む『
教
行
信
証
』

―
Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
の
『
チ
ベ
ッ
ト
の
死
者
の
書
』
解
釈
を
手
が
か
り
と
し
た
読
解

の
試
み
」
で
、
実
践
的
に
は
後
ろ
か
ら
読
む
べ
き
本
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
（
明
治

学
院
大
学
教
養
教
育
セ
ン
タ
ー
紀
要
『
カ
ル
チ
ュ
ー
ル
』
九
巻
一
号
（
二
〇
一
五
））。

（
37
）　
『
真
宗
聖
典
』
一
四
二
九
頁
。

（
38
）　
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
三
、
本
願
寺
出
版
社
（
二
〇
一
七
）
九
七
一
頁
。

（
39
）　

木
越
康
『
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
親
鸞
の
教
え
に
反
す
る
の
か
―
他
力
理
解
の
相
克
』

法
蔵
館
（
二
〇
一
六
）。

（
40
）　
『
央
掘
摩
羅
経
』
の
故
事
（
外
道
の
師
に
だ
ま
さ
れ
千
人
殺
せ
ば
天
に
生
ま
れ
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
た
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
が
千
人
目
に
釈
尊
に
出
会
っ
て
回
心

し
た
こ
と
）
を
踏
ま
え
る
。

（
41
）　
『
真
宗
聖
典
』
八
四
二
～
三
頁
。

（
42
）　
『
真
宗
聖
典
』
二
九
頁
。

（
43
）　
『
真
宗
聖
典
』
八
三
六
～
七
頁
。

（
44
）　
『
真
宗
聖
典
』
八
三
二
～
三
頁
。

（
45
）　

江
戸
時
代
の
妙
音
院
了
祥
『
歎
異
抄
記
』
の
説
に
由
来
す
る
（
法
蔵
館
、

一
九
七
二
）。

（
46
）　

義
絶
状
は
高
田
専
修
寺
に
の
み
写
本
が
残
る
。
書
簡
を
偽
書
と
し
て
義
絶
事
件

そ
の
も
の
も
否
定
す
る
説
も
あ
る
が
（
松
本
史
朗
『
法
然
親
鸞
思
想
論
』
大
蔵
出

版
（
二
〇
〇
一
））、
平
雅
行
『
歴
史
の
な
か
に
見
る
親
鸞
』
法
蔵
館
（
二
〇
一
一
、

改
訂
版
二
〇
二
一
）
は
論
拠
を
検
討
し
て
否
定
し
て
い
る
。

（
47
）　
『
真
宗
聖
典
』
一
四
二
九
頁

（
48
）　

鎌
倉
幕
府
の
歴
史
書
『
吾
妻
鏡
』
に
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
一
切
経
供
養
の
記
事

の
あ
る
こ
と
が
、
峰
岸
純
夫
「
鎌
倉
時
代
東
国
の
真
宗
門
徒
―
真
仏
報
恩
板
碑
を

中
心
に
」
北
西
弘
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
中
世
仏
教
と
真
宗
』
吉
川
弘
文
館

（
一
九
八
五
）
所
収
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
近
年
、
津
田
徹
英
「〈
記
念
講
演
〉
親
鸞

聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て
」『
真
宗
研
究
』五
六
号（
二
〇
一
二
）

が
再
検
討
し
て
い
る
。
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（
49
）　
「
他
力
に
は
義
な
き
を
も
つ
て
義
と
す
と
、
本
師
聖
人
（
法
然
）
は
お
お
せ
ご
と

あ
り
き
。」『
如
来
二
種
廻
向
文
』『
真
宗
聖
典
』
七
二
三
頁
、「
他
力
に
は
義
の
な

き
を
も
つ
て
義
と
す
と
、本
師
聖
人
の
お
お
せ
ご
と
な
り
。」『
尊
号
真
像
銘
文
』『
真

宗
聖
典
』
六
七
三
頁
、「
ま
た
弥
陀
の
本
願
を
信
じ
候
ひ
ぬ
る
う
へ
に
は
、
義
な
き

を
義
と
す
と
こ
そ
大
師
聖
人
の
仰
せ
に
て
そ
う
ら
へ
。」『
御
消
息
集
』『
真
宗
聖
典
』

七
七
六
頁
。

（
50
）　
『
真
宗
聖
典
』
八
三
七
頁
。

（
51
）　

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
（
二
〇
一
六
）。

（
52
）　

ち
く
ま
新
書
（
二
〇
一
八
）。

（
53
）　

書
名
は
挙
げ
て
い
な
い
が
、
本
願
寺
出
版
社
（
編
）・
梯
實
圓
（
解
説
）『
歎
異
抄

（
文
庫
版
）』
本
願
寺
出
版
社
（
二
〇
〇
二
）
は
、『
歎
異
抄
論
釈
』
が
従
来
の
解
釈

を
批
判
し
た
箇
所
の
多
く
を
訳
註
で
紹
介
し
て
い
る
。

『歎異抄』を浄土信仰の流れに位置づける―蓮如本錯簡説を踏まえた読み直し―

24


