
「
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
」

の
問
題
点
に

つ
い
て

市

川

定

敬

i

〔抄

録
〕

醍
醐
本

『法
然
上
人
伝
記
』
所
収

の

「
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
」
は
、

様
々
な
問
題
を
含
む
文
献
で
あ
り

、
こ
れ
が
法
然
の
思
想
を
語
る
も
の
か
否

か
、
こ
れ
ま
で
数
々
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
議
論

の
な
さ
れ

る
主
な
原
因
は
、
法
然
の
主
著

『選
択
集
』
や
、
ま
た

『黒
谷
上
人
語
灯
録
』

等
に
は
見
ら
れ
な

い
思
想
が
記

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
ま
ず

「
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
」
の
第

一
条

「
三
心
料
簡
事
」
に
記
さ
れ
る
信

仰
心
の
問
題

(真
実
心

・
願
往
生

心
)
に
つ
い
て
、
『選
択
集
』
を
基
本
資

料
と
し
た
法
然
の
思
想
と

の
相
違

に
つ
い
て
考
察
し
た
。
さ
ら
に
、
同
じ

「
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
」
の
第
三
条
は
第

一
条
と
は
異
な
る
思
想
を
記

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
相
互
に
異
な
る
思
想
を

記
す
も
の
に
、
第
四
条
と
第
十
四
条
を
指
摘
で
き
る
。
第
四
条
は
法
然
の
思

想
と
す
る
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら

ば
、
「三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
」
は

一
連
の
ま
と
ま

っ
た
法
語
で
は
な
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
新
た
な
推
論
を
提
示
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

法
然
、
醍
醐
本
、
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
、
願
往
生
心

は
じ
め

に

大
正
六
年
、
京
都
市
伏
見
区
醍
醐
に
あ
る
真
言
宗
醍
醐
三
宝
院
か
ら
発
見
さ
れ

た

『法
然
上
人
伝
記
』

(以
下

『醍
醐
本
』)
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
構
成
か
ら
な
る
。

一
、

一
期
物
語

二
、
禅
勝
房

へ
の
答

佛
教
大
学
大
学
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紀
要
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〇
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六
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三
月
)

三
、
三
心
料
簡
事

四
、
別
伝
記

五
、
御
臨
終
日
記

六
、
三
昧
発
得
記

こ
の
う
ち
、
三
番
目
の

「
三
心
料
簡
事
」
は

『昭
和
新
修

法
然
上
人
全
集
』
に

「三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

『醍
醐
本
』
所



「三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
」
の
問
題
点
に
つ
い
て

(市
川

定
敬
)

収

の

「三
心
料
簡
事
」
以
下
の
二
十

七
法
語
は
多
く

の
問
題
を
孕
ん
で
お
り
、

様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
議
論
の
最
大
の
関
心
は
、

こ
の
文
献
が
語
る
思
想
が
法
然
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
と

い
う
問
題
に
集
約
す
る

(
　
)

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
、
議
論
が
な
さ
れ
る
原
因
は
、
偏
に

「三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
」

(2

)

が

「従
来
の

(法
然
遺
文
の
)
諸
書
に
多
く
見
ざ
る
」
法
語
を
含
む
た
め
で
あ
り
、

つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
法
語
が
法
然
の
語

っ
た
も

の
で
あ
る
か
否
か
を
傍
証
す
る
資

料
が
現
時
点
で
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
問
題
と
す
る

「
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
」
の
第

一
条
で
は
、

詳
し
く
は
後
に
述
べ
る
が
、
願
往
生
心
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
問
題
と

し
て
三
心
の
在
り
よ
う
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
は
じ
め
に

『選
択
集
』
を
基

本
資
料
と
し
て
法
然
の
思
想
、
特
に
人
間
観
と

い
う
観
点
か
ら
法
然
浄
土
教
思
想

に
お
け
る
願
往
生
心
の
性
質
を
押
さ
え
た
上
で
、
「
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
」

と
い
う
資
料
自
体
が
孕
ん
で
い
る
問
題

に
つ
い
て
指
摘
し
、
新
た
な
立
場
を
提
示

し
た
い
。[

、

『選
択
集
』
・
に
お
け
る
願

往
生
心

『選
択
集
』
に
お
い
て
も

っ
と
も
象

徴
的
に
願
往
生
心
が
語
ら
れ
る
の
は
、
第

八
章
、
三
心
篇
に
お
け
る

「
二
河
白
道

喩
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
よ

っ
て
、
ま

ず
こ
の

「
二
河
白
道
喩
」
に
語
ら
れ
る
願
往
生
心
か
ら
注
目
し
て
い
き
た
い
。
こ

こ
で
は
、

言
熟
中
間
.白
道
四
五
寸
斗者

即
喩
ワ衆
生
.貪
瞋
煩
惱
.中
二能
.生
試
ル
ニ清
淨
.

二

願

往

生

.
心

↓
也

乃

。
由

⊃
ガ
貪

瞋

強

畊
。
故

。
即

喩

"
如

諜

水

火

づ

善

心

ハ
微

ナ
ル
ガ

故

二
喩

"
如

⊃
ト
白

道

り

又

水

波

常

二濕

條

ハ道

.
者

即

喩

ヨ
愛

心

常

二起

テ
能

染

二

汚

。
.
二
善

心

.
也

又
火

焔

常

二燒

け
ト
ハ道

.
者

即

喩

シ
瞋

嫌

.
之

心

能

ク
燒

,
二功

徳

.
之

法

財

↓
也

言

称
人

行

背
道

.
上

↓
直

二
向

炉

西

二
者

即

喩

和
迴

⊃
テ
諸

ノ
行

業

M

9直
二向
牝
西
方
髭也

と

「
中
間
の
白
道
四
五
寸
と
言
ふ
は
即
ち
衆
生

の
貪
瞋
煩
惱

の
中
に
能
く
清
淨

の

願
往
生

の
心
を
生
ず
る
に
喩
ふ
」
と
衆
生
が
起
こ
す
願
往
生

の
心
が
白
道
に
喩
え

て
示
さ
れ
、
ま
た
こ
の
願
往
生
の
心
が
貪
り
や
瞋
り
に
よ

っ
て
常
に
染
汚
さ
れ
る

(
4
)

こ
と

が

語

ら

れ

て

い
る
。

つ
ま

り

、

こ

こ

で

は
衆

生

の
起

こ
す

願

往

生

の
心

が
薄

弱

で

あ

る

こ

と

が

語

ら

れ

、

し

か

し

な

が

ら

そ

れ

こ
そ

が
阿

弥

陀

仏

の
浄

土

へ
生

ま

れ

る

唯

一
の
道

で
あ

る

こ

と

が

示

さ

れ

て

い
る

の

で
あ

る

。

し

た

が

っ
て
、

こ

の
白

道

と

は

衆

生

が

自

ら

起

こ
す

願

往

生

の
心

な

の

で
あ

る
。

さ

て

、

次

に

第

十

六
章

に

お

け

る

所

謂

る

「
略

選

択

(
三

重

選

択

)
」

を

見

て

お

き

た

い
。

夫

レ
速

二
欲

囲
離

謀
生

死

9
二
種

ノ
勝

法

ノ
中

ニ
ハ
且

.
ク
閣

」
聖
道

門

↓
灣

ア
入

ユ
淨

土

門

略

欲

囲
入

零

淨

土

門

鴫
正

雜

二

行

ノ
中

ニ
ハ
且

..
ク
抛

評
諸

ノ
雜

行

.
田薦
.應

"
歸

畝
正

行

く

欲

い
修

彗

ト
於

正

行

弓
正
助

二
業

.
中

ニ
ハ猶

.傍

ひ
.
於

助

業

刃
選

.ア應

け
裏

一.
正

定

↓正

定

.
之

業

ト
ハ
者

即
是

.
稱

読

ナ
リ
佛

名

弓

稱

陥
.
ハ名

.
必

ズ
得

レ
生

,
ト
.
依

ユ
ガ
佛

.
本

願

己

(5

)

故
。
,

と

「
速
や
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
せ
ば
～
浄
土
門
に
入
れ
」
「浄
土
門
に
入
ら

ん
と
欲
せ
ば
～
正
行
に
帰
す
べ
し
」
「正
行
を
修
せ
ん
と
欲
せ
ば
～
正
定
を
専
ら

に
す
べ
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
仏
教
、
な

い
し
は
浄
土
の
教
え
を
前
に
し
た
主
体

に
、
な
に
を
な
す
べ
き
か
を
説
き
示
し
て
い
る
。
こ
の

「欲
せ
ば
」
と
い
う
表
現



に
注
目
し
た
と
き
、
こ
の

「略
選
択

(三
重
選
択
)
」
で
は
、
衆
生
が

「
生
死
を

離
れ
る
」
こ
と
を
欲
す
る
こ
と
が
出
来
る
と

い
う
こ
と
が
前
提
と
な

っ
て
い
る
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

で
は
、
願
往
生
心
と

い
う
用
語
は
使
わ
れ

な
い
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
往
生
を
欲
す
る
と

い
う
こ
と
と
同
義
と
見
て
問
題
は

な
い
だ
ろ
う
。

『選
択
集
』
に
は
こ
の
他
に
も
、
積
極
的
に
願
往
生
心
と

い
う
用
語
を
使
わ
な

い
も
の
の
、
そ
れ
が
前
提
と
な

っ
て
展
開
さ
れ
る
様
々
な
教
義
が
記
さ
れ
て
い
る
。

第
二
章
の
私
釈
段
で
は
、
往
生

の
行
相
を
明
か
す
と
し
て
、
五
種

の
正
行
を
規
定

し
、
そ
の
正
行
と
雑
行
の
価
値
判
断
と
し
て
五
番
相
対
を
説

い
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
親
疎
対
、
近
遠
対
、
有
間
無
間
対
、
廻
向
不
廻
向
対
、
純
雑
対
が
説
か
れ
る

が
、
こ
の
う
ち
特
に
親
疎
対
と
近
遠

対
で
は
衆
生
が
阿
弥
陀
仏
を

「念
ず
る
」

(
6
∀

「見
ん
と
願
」
う
こ
と
に
よ
る
親
し
さ
、
近
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
衆
生
が
阿
弥

陀
仏

の
浄
土

へ
往
生
し
た
い
と
願
う
か

ら
こ
そ
、
阿
弥
陀
仏
を
称
え
、
礼
敬
し
、

念
ず

る
の
で
あ
り
、

こ
う
し
た
衆
生

か
ら

の
願
往
生
の
心

の
無

い
と
こ
ろ
に
、

「彼
此
の
三
業
相

い
捨
離
せ
ず
」
と

い
う
こ
と
は
成
立
し
得
な
い
と

い
え
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
第
七
章
の
私
釈
段
で
示
さ

れ
る
三
縁
に
お
け
る
親
縁
、
近
縁
に
関
し

て
も
、
同
様

の
こ
と
が
い
え
る
。
さ
ら

に
、
第
九
章
に
説
か
れ
る
四
修
法
に
つ
い

て
も
、
衆
生
の
願
往
生
の
心
を

い
か
に
行
為
と
し
て
表
現
す
る
か

(行
ず
べ
き
か
)

を
説
く
も

の
で
あ
り
、
そ
の
前
提
と
し

て
や
は
り
願
往
生
心
が
意
識
さ
れ
て
い
る

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
第
十
五
章
で
は
六
方
の
諸
仏
が
念
仏

の
行
者

(
7
)

を
護
念
す
る
こ
と
を
説
き
示
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
引
用
段
で

『観
念
法
門
』

(
　
)

を
、
私
釈
段
で

『往
生
礼
讃
』
な
ど
を
引
用
し
つ
つ
、
「阿
弥
陀
仏
を
念
じ
て
往
生

を
願
ず
れ
ば
」
と
、
阿
弥
陀
仏
を
念
ず

る
こ
と
と
往
生
を
願
ず
る
こ
と
を
同
時
に

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

第
三
四
号

(二
〇
〇
六
年
三
月
)

諸
仏
護
念
の
条
件
と
し
、
ま
た

「行
者
須
ら
く
至
心
に
往
く
こ
と
を
求
む
べ
し
」

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
『選
択
集
』
で
は
、
衆
生
が
能
動
的
に
起
こ
す
心

の
持
ち
よ
う
と
し
て

の
願
往
生
心
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
こ
の
衆
生

の
能
動
的
願
往
生
心
と
は
、
「
二
河
白
道
喩
」
で
は

「能
く
清
淨
の
願
往
生
の
心

を
生
ず
る
」
と
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
法
然
の
浄
土
教
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る

衆
生

の
能
力
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
法
然
の

浄
土
教
に
お
い
て
は
衆
生
の
能
動
的
能
力
と
し
て
の
願
往
生
心
、
第
十
六
章

の
表

現
を
と
れ
ば
、

「生
死
を
離
れ
る
」
と

い
う
能
動
的
意
欲
を
認
め
、
そ
こ
か
ら

様

々
な
教
義
が
展
開
し
て
い
る
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

凡
夫

の
願
往
生
心

『選
択
集
』
を
資
料
と
し
て
法
然
浄
土
教
に
お
け
る
願
往
生
心
に
つ
い
て
見
て

き
た
が
、
「
二
河
白
道
喩
」
で

「清
浄

の
願
往
生
心
」
あ
る
い
は

「善
心
」
と
語

ら
れ
る
よ
う
な
往
生
を
願
う
心
を
、
果
た
し
て
罪
悪
生
死
の
凡
夫
が
起
こ
す
こ
と

は
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
に

つ
い
て
今
し
ば
ら
く
論
究
し
て
お
き

た
い
。
法
然
が

『選
択
集
』
撰
述
以
前

一
一
九
二
年

(六
二
歳
)
の
時
と
さ
れ
る

「逆
修
説
法
」
の
三
七
日
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
寿
命
の
功
徳
に
つ
い
て
の
説
明
の

中
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
残
さ
れ
て
い
る
。

彌
陀
如
來
.發
蹂
ケ
.モ壽
命
無
量
.願
↓非
下爲

二御
身
》
求
軒
ニ
ハ長
壽
.之
果
報
甥

爲
3濟
度
利
生
,
可
瞬久
幼.

又
爲
け
リ令
葺
力衆
生
.
.
發
封欣
求
.之
心
づ也

一
切

衆
生
ハ皆
願
コ
壽
.長
空
..事
刃故
ナ
リ也

凡
彼
.佛
.功
徳
.中
ニ
ハ只
過
け
.備
ン
ニ壽

命
無
量
.徳
弓事

ハ不
レ候
也

(中
略
)

誠
。知
ヘシ諸
佛
.功
徳
ニ
モ以
夛壽
命
↓

三



「
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
」

の
問
題
点
に

つ
い
て

(市
川

定
敬
)

(9

)

爲
二第

一
功
徳
斗
衆
生
.之
寶
ニモ以
け命
刃爲
二第

一
.寶
↓
云
事
.

阿
弥
陀
仏
が
寿
命
無
量
の
願
を
発
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
衆
生
を
導
き
救
い
続
け

る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
す
べ
て
の
衆
生
は
寿
命
の
長

い
こ
と
を
願
う
た
め
、
極
楽

に
お
け
る
寿
命
を
無
量
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
衆
生
に
欣
求
の
心
を
発
さ
せ
る

　o

　

た
め
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、
五
七
日
で
は
阿
弥
陀
仏
の
依
報
を
讃
嘆

す
る
と
し
て
、
始
め
に

『無
量
寿
経
』

『観
経
』

『阿
弥
陀
経
』
に
説
か
れ
る
極
楽

の
宝
地
に
つ
い
て
三
経
を
会
通
し
な
が
ら
、

次
二雙
卷
經
二説
コ
ハ七
寶
爲
地

一者

此
娑
婆
世
界
.之
習
ハ以
」金
銀
等
.七
寶
弓爲

地リ殊
勝
.寶
↓

故
二佛
欲
靭爲
～笹

界
.衆
生
ヨ令
け起
二樂
欲
.
心
一令
峠
進
刺欣
求
.

心
卩

擧
π此
.土
.勝
,
.寶
弓爲
ユ彼

.國

.地
相
↓事
.説
給
へ.也

(中
略
)

次

二阿
彌
陀
經
二説
∬
.
ハ黄
金
爲
地
↓者

彼
.七
寶
.中
ニ
ハ亦
以

レ金
.爲
二第

一
.寶
↓

(　
>

是
.猶
.取
け詮
擧
ぴ最
上
.寶
弓顯
ユ彼
.國
ノ地
づ

爲
"勸
功欣
求
,心
弓也

と
し
て
、
『観
経
』
に
七
宝
の
地
、
ま
た

『阿
弥
陀
経
』
に
黄
金
の
地
を
説
く
理

由
を
、
娑
婆
世
界
の
我

々
が
欲
す
る
も

の

(こ
こ
で
は
七
宝
、
黄
金
)
を
基
準
と

し
て
、
欣
求
の
心
、
す
な
わ
ち
願
往
生

の
心
を
発
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
と
解
釈
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
法
然
の
解
釈
に
よ
る
と
、

阿
弥
陀
仏
の
浄
土
と

い
う

の
は
我
々
衆
生

が
求
め
る
も
の
に
対
応
す
る
よ
う
に
建
立
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
罪
悪
の
凡
夫
、

出
離
之
縁

の
無
い
よ
う
な
も

の
が
、
そ
う
し
た
凡
夫
の
ま
ま
自
ず
か
ら
欣
求
、
す

な
わ
ち
喜
び
求
め
る
よ
う
な
世
界
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ

っ
て
創
り
出
さ
れ
た

世
界
が
極
楽
浄
土
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
法
然
に
と

っ
て
は
、

無
量
寿
を
実
現
し
、
七
宝
で
飾
ら
れ
る
浄
土
の
世
界
と

い
う

の
は
、
我
々
衆
生
が

当
然
求
め
る
で
あ
ろ
う
世
界
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
い
え
る
の

四

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「逆
修
説
法
」
の
こ
う
し
た
記
述
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
法

然
に
お
い
て
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土

へ
往
生
し
た
い
と
思
う
心
、
す
な
わ
ち
願
往

生
心
と
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ

っ
て
、
凡
夫
が
凡
夫
の
ま
ま
自
然
に
発
し
う
る

心
で
あ
る
と
い
う
側
面
を
持

っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
、
法

然
浄

土
教

に
お
け
る
願
往
生

心

こ
こ
ま
で
、
法
然
に
お
け
る
願
往
生
心
に

つ
い
て

『選
択
集
』
を
中
心
と
し
、

「
逆
修
説
法
」
を
参
照
し
考
察
し
て
き
た
。
法
然
浄
土
教

の
人
間
観
と

い
う
観
点

か
ら
考
え
た
場
合
、
「罪
悪
生
死
凡
夫
」
「無
有
出
離
之
縁
」
と

い
っ
た
人
間
が
、

果
た
し
て
浄
土
に
往
生
し
た

い
と
い
う
心
を
自
ら
発
し
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
が
問
題
と
な

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

『選
択
集
』
で
法
然
が

『観
経
疏
』
か

ら
引
用
す
る

「二
河
白
道
喩
」
で
は
願
往
生
の
善
心
は
常
に
貪
瞋

の
水
火
に
染
汚

さ
れ
る
わ
ず
か
四

・
五
寸
と

い
う
狭
小
な
る
白
道
と
し
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は

『選
択
集
』
全
体
を
通
し
て
浄
土
行
者
に
と

っ
て

の
前
提
と
も

い
う
べ
き
心
と
し
て
措
定
さ
れ
お
り
、
略
選
択
を
成
立
さ
せ
る
も
の

で
も
あ

っ
た
。
た
だ
し
、
法
然
の
解
釈

で
は
四

・
五
寸
と
し
て
描
か
れ
る
極
楽

へ

と
向
か
う
白
道
は
、
娑
婆
世
界
の
凡
夫
が
、
凡
夫
そ
の
ま
ま
で
望
む
で
あ
ろ
う
願

生

の
心
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
然
浄
土
教
に
お
け
る
願
往

生
心
と
は
、
浄
土
に
往
生
し
仏
道
を
修
め
よ
う
と

い
う
清
浄
な
る
心
、
あ
る
い
は

善
心
で
あ
る
と
同
時
に
、
無
量
の
寿
を
求
め
る
心
で
あ
り
、
黄
金
に
代
表
さ
れ
る

七
宝
に
飾
ら
れ
る
土
に
生
ま
れ
よ
う
と
願
う
意
欲
で
あ
る
と
い
う
重
層
的
な
構
造

を
持

っ
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
願
往
生
心
は
、
阿
弥
陀



仏
の
衆
生
を
救
お
う
と
す
る
聖
意
に
依

る
も
の
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
阿
弥
陀
仏

の
本
願
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
衆
生
が
自
ら
発
す
能
動
的
心
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。
法
然
に
お
け
る
願
往
生
心
を
以
上
の
よ

う
に
押
さ
え
た
上
で
、
次
に

「三
心
料
簡
事
」
の
記
述
に
関
す
る
問
題
を
見
て
ゆ

き
た
い
。

「
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
」
第

一
条

「
三
心
料
簡
事
」
に
つ
い
て

『醍
醐
本
』
「
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法

語
」
の
第

一
条

「三
心
料
簡
事
」
は
、
望

月
信
亨
博
士
に
よ

っ
て

初

の
文
は
散
善
義
中

の
至
誠
心
の
釋

の
下
に
虚
假
雑
毒

の
善
と
云
ふ
を
、
貪

へ

瞋
邪
偽
等
の
血
毒
雑
は
る
の
善
と
解
し
て
之
を
餘
善
諸
行
と
し
、
實
と
云
ふ

を
如
來
の
眞
實
と
な
し
て
、
之
を
本
願
の
功
徳
即
ち
正
行
念
仏
を
指
す
と
し
、

如
來
は
此
の
眞
實
を
以
て
罪
悪
の
衆
生
に
施
す
が
故
に
、
之
に
歸
す
る
を
眞

實
心
と
な
す
と
云
ふ
の
意
な
り
。
次

の
文
は
雑
行
の
願
往
生
心
を
以
て
白
道

　

に
比
し
て
、
貪
瞋
水
火
の
為
に
損

せ
ら
る
と
し
、
専
修
正
行
の
願
生

の
心
を

願
力
の
道
と
名
け
、
貪
瞋
水
火
の
為
に
損
せ
ら
れ
ず
と
な
せ
る
も
の
に
し
て
、

總
じ
て
自
力
雑
行
を
虚
假
雑
毒
に
属
し
、
弘
願
他
力
に
歸
す
る
を
眞
實
心
と

(12
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な
す
の
意
な
り
。
是
れ
頗
る
西
山
義
の
所
立
に
類
す
。

と
そ
の
内
容
を
解
釈
さ
れ
る
法
語
で
あ
る
。

こ
の

「三
心
料
簡
事
」
は
表
題
の
示
す
と
お
り
、
三
心
、
す
な
わ
ち
浄
土
教
の

信
仰
心
に
つ
い
て
語
る
条
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

「三
心
料
簡
事
」
に
語
ら
れ

る
信
仰
心
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
望
月
氏
が

「是
れ
頗
る
西
山
義
の
所
立
に
類
す
」

と
指
摘
す
る
の
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
法
然
の
思
想
と
し
て
は
問
題
が
あ
る
と

い

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

第
三
四
号

(二
〇
〇
六
年
三
月
)

え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
条
に
お
け
る
ニ
カ
所

の
記
述
に

つ
い
て
そ
の
問

題
を
考
察
し
た

い
。

一
つ
は
如
来
の
真
実
を
衆
生
に
施
す
と
い
う
点

(傍
線
A
)
、

も
う

一
つ
は
、
専
修
正
行

の
願
生
心
の
白
道
と
い
う
点

(傍
線
B
)
で
あ
る
。

ま
ず
、
如
来
の
真
実
を
衆
生
に
施
す
と

い
う
点
で
あ
る
が
、

『醍
醐
本
』
で
は

次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

　　
カ
　

次
所
選
取
之
真
実
ト者

本
願
.功
徳
即
正
行
念
仏
也

是
以
玄
義
分
云

言

弘
願
者

如
大
經
説
二

切
善
悪
凡
夫
得
生

一者

莫
不
皆
乗
阿
弥
陀
仏
大
願

業
力
為
増
上
縁
也

云
々

是
以
今
.文
二正
ク
由
称
シ彼
阿
弥
陀
仏
因
中
二行
菩

薩
行

っ時

。乃
至

一
念

一
刹
那
モ
三
業
.
所
修

皆
是
レ
真
実
心
.
中

二作
以
二

云
々

由
称
シ阿
弥
陀
仏

一因
中
真
實
心
中
作
払
行
.
.悪
不
雜

で
.之
善
ナ
ルヵ故
云

真
実
↓
也

其
義
以
何
得
知

次
.
釋
。凡
所
施
為
趣
求
亦
皆
真
実

文

此
ノ

以
真
実
づ施
者

施
ト何
者
ガ
ニ云

ヘハ深
心
.
二
種
ノ釋
.第

一
.
罪
悪
生
死
凡
夫
ト

云
ヘル施
此
衆
生

鴫也

造
悪
之
凡
夫
即
可
許由
誹此
真
実
4之
機
也

云
何
得
知

第
二
.釋
二阿
弥
陀
仏
四
十
八
願
攝
受
衆
生
等

云
々

如
此
可
得
心

一也

(　
)

云
々

こ
こ
で
は

『観
経
疏
』
散
善
義
の
、
「凡
所
施
為
趣
求
亦
皆
真
実
」

の
文
を
根
拠

と
し
て
、
「此
の
真
実
を
以
て
施
と
は
、
何
者
に
施
す
と
云

へ
ば
、
深
心

の
二
種

の
釋
の
第

一
の
罪
悪
生
死
凡
夫
と
云

へ
る
此
の
衆
生
に
施
す
な
り
。
造
悪
の
凡
夫

即
ち
此
の
真
実
に
由
る
べ
き
の
機
な
り
」
と
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
真
実
を
衆
生
に

施
す
と
明
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の

「三
心
料
簡
事
」
の
条
に
含
ま
れ
る
法
語
、
白
道
事

の
問
題
点
に

つ
い
て
見
て
み
た
い
。

白
道
事

雜
行
.中
,願
往
生
.心

ハ

白
道
ナ
.
冊
為
貪
嗔
水
火
り被
損
魂

以
何

五



「三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
」
の
問
題
点
に
つ
い
て

(市
川

定
敬
)

得
知

釈
云
廻
諸
行
業

・直
向
西
方

【也

云
々

諸
行
往
生
,願
生
.心
,白

道
ト聞
.リ

次
専
修
正
行
.願
生
.
心
.
ハ名
ク願
力
.道
↓

以
何
得
.
ハ知

一

仰
蒙

釋
迦
發
遣
指
南

西
方
又
藉
弥
陀
悲
心
招
喚

今
信
順
二
尊
之
意

不
顧
水

火
二
河

念

々
无
遺

乗
彼
願
力
之
道

捨
命
已
後
得
生
彼
國

文

已
下

,文
是
也

正
行
,者

乗
願
力

,道
鵡故

全
ク不

ド
貪
嗔
水
火
損
害
吻

是
以

譬
喩
.中
二云

西
岸
.上
二有
人
喚

言

汝

一
心
正
念
直
二来
.我
能
護
一.ム汝
.

衆
。不
畏
堕
於
水
火
難
。

云
々

合
喩
.
中
。云

言
西
岸
.上
有
人
喚

一者

即
喩
弥
陀
願
意
鵡也

云
々

専
修
正
行
.
人
ハ不
可
恐
貪
嗔
煩
悩
也

乗
諤

(
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本
願
力
.白
道
。豈
。容
ケ
.被
損
セ
火
焔
水
波
略哉

云
々

こ
の
白
道
事
で
は
、
諸
行
往
生
の
願
生
心
の
白
道
と
、
専
修
正
行
の
願
往
生
心
の

二
種

の
白
道
を
措
定
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
諸
行
往
生

(雑
行
)
の
白
道
は

「貪

瞋
水
火
の
為
に
損
ぜ
ら
れ
る
」
と
し
、
専
修
正
行
の
白
道
は

「全
く
貪
嗔
水
火
損

害
せ
ず
」
と
し
、
こ
の
白
道
は
本
願
力

の
白
道
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

『観
経
疏
』
散
善
義

で
は
、
こ
の
二
河
白
道
の
譬
喩
に
お
い
て
、
白
道
が
水
火

に
損
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
の
は
、
譬
喩
の
部
分
で
あ
り
、
合
喩
で
は

「中

間
の
白
道
四
五
寸
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
衆
生
の
貪
瞋
煩
悩
の
中
に
、
能
く
清
浄

の
願
往
生
心
を
生
ず
る
に
喩
う
」
と
語
ら
れ
、
白
道
を

「願
力
の
道
」
と
す
る
の

は
、
合
喩
の
後
、
総
結
と
も
い
え
る
よ
う
な
部
分
で
あ
る
。
廣
川
氏
は
隆
寛
と
比

較
し
つ
つ
、

『醍
醐
本
』

の
二
種
白
道
説
は
前
述
し
た
よ
う

に
、
あ
く
ま

で
も
雑
修
雑

行

・
専
修
正
行
比
較
論

で
あ

っ
て
、
明
確
な
自
力

・
他
力
比
較
論
に
ま
で
進

展
さ
せ
た
解
釈
を
示
し
て
は
い
な

い
。
さ
ら
に
願
往
生
心
は
諸
行
往
生

の
願

生
心

・
専
修
正
行

の
願
生
心
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
両
方
に
通
じ
て
用
い
ら
れ

六

て
お
り
、
い
ま
だ
願
往
生
心
即
自
力
の
と

い
う
解
釈
に
ま
で
進
展
し
て
は
い

(
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な
い
。

と
し
て
い
る
が
、
こ
の
白
道
事
に
お
け
る
記
述
は
、
廣
川
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
、

願
往
生
心
即
自
力
と

い
う
解
釈
に
は
至

っ
て
い
な

い
も

の
の
、
合
喩

に
お
け
る

「衆
生
の
貪
瞋
煩
悩
の
中
に
、
能
く
清
浄
の
願
往
生
心
を
生
ず
る
に
喩
う
」
と

い

う
文
言
を
用

い
な
い
こ
と
に
よ

っ
て
、
「願
往
生
心
即
自
力
と

い
う
解
釈
」

へ
と

い
う
意
図
の
も
と
に
構
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
先

の
真
実
心

の
箇
所

に
お

い
て
、
「凡
所
施
為
趣
求
亦
皆
真
実
」

に
つ
い
て
、
こ
れ
を
根
拠
と
し
て
阿
弥
陀
仏
が
衆
生
に
真
実
を
施
す
と
解
釈
す
る

こ
と
を
見
た
。
こ
う
し
た
解
釈
か
ら
、
こ
の
文
の
訓
読
法
に
つ
い
て
坪
井
氏
は

「凡
所
施
為
趣
求
亦
皆
真
実
」

の
文
に
つ
い
て
、
醍
醐
本
に
は
返
り
点
が
な

く
、
い
か
に
読
む
か
あ
き
ら
か
で
な
い
が
、
次
下
の
文
意
よ
り
す
る
に
お
そ

ら
く

「凡
所
レ施
為
二趣
求

一亦
皆
真
実
」

(お
よ
そ
施
す
と
こ
ろ
趣
求

の
た
め

な
り
、
ま
た
み
な
真
実
な
り
)
と
読
ん
で
仏
の
衆
生
摂
化
を

い
う
言
葉
と
見

(
16
)

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
推
論
し
、
ま
た
廣
川
氏
は
、

『醍
醐
本
』
の
撰
者
は
、
「所
施
」
を
仏
の
側
、
「趣
求
」
を
衆
生

の
側
に
、

そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
、
金
沢
文
庫
本

『三
部
経
大
意
』

の
訓
読
法
、

凡
所
レ施
趣
キ
、
求
ル
カ
為

二
亦
皆
真
実
ナ
リ

(
17
)

に
類
似
す
る
読
み
方
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
推
論
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
現
在

『選
択
集
』

の
広
本
と
し
て

『昭
法

全
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
龍
谷
大
学
所
蔵
の
和
語
の

『選
択
集
』
に
は

(
　
)

オ

ヨ

ソ
ホ

ト

コ
シ

タ

マ

フ
ト

コ

ロ
趣
求

ヲ
ナ

ス
。

マ
タ

ミ

ナ
眞

實

ナ

リ
。



と
、
訓
読
さ
れ
て
お
り
、
「
三
心
料
簡
事
」

に
近
似
す
る
読
み
方
が
な
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
白
道
の
合
喩
に
お
い
て
も
、

中
間
ノ
白
道
四
五
寸
ト
イ
フ
ハ
、
衆
生

ノ
貪
瞋
煩
惱
ノ
ナ
カ

ニ
、

ヨ
ク
清
浄

(
19

)

願
往
生
ノ
心

ヲ
生
セ
シ
ム
ル
ニ
タ
ト
フ
。

と
、
使
役
動
詞
を
使

い
、
白
道
と
は
阿
弥
陀
仏
が
衆
生
に
起
こ
さ
せ
た
心
で
あ
る

こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
読
み
も
ま

た
、
先
に
指
摘
し
た
白
道
事
の
本
願
力
の

白
道
と
い
う
理
解
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
い
ま
、
こ
の
真
実
心
と
白

道
の
解
釈
の
二
点
を
見
る
と
き
、
『醍
醐
本
』
「三
心
料
簡
事
」
と

『広
本
選
択
集
』

の
思
想
的
近
似
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
論
考
は
広
本
と
の
思
想

的
関
係
を
論
究
す
る
も

の
で
は
な
い
の
で
、
指
摘

の
み
に
留
め
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
で
、
「
三
心
料
簡
事
」
に
お
け
る
真
実
心
の
解
釈
と
白
道
の

解
釈

に
つ
い
て
見
て
き
た
。
「
三
心
料
簡
事
」
の
条
で
は
、
い
ず
れ
も
阿
弥
陀
仏

側
か
ら
の
働
き
か
け
と
し
て
こ
れ
ら
が
解
釈
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
始

め
に
考
察
し
た

『選
択
集
』
を
中
心
と
し
て
見
ら
れ
る
願
往
生
心
と
比
較
し
た
と

き
、
そ
こ
に
は
い
さ
さ
か
の
ず
れ
が
生

じ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
つ
ま
り
、

先

の
考
察
で
押
さ
え
ら
れ
た
願
往
生
心
と
は
、
衆
生
が
能
動
的
に
持

つ
こ
と
の
で

き
る
心
の
在
り
よ
う

で
あ
り
、
と
く
に

「略
選
択
」
に
見
ら
れ
る
表
現
で
は
、
能

動
的
に
生
死
を
離
れ
る
意
欲
を
持

つ
こ
と
が
出
来
る
人
間
観
が
前
提
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
こ
の
前
提
に
立

つ
と
き
、
法
然
浄
土
教
の
信
仰
心
の
あ
り

方
と
し
て
の
三
心
は
衆
生
が
主
体
的
に
持
ち
う
る
心
の
在
り
よ
う
で
あ
る
と

い
う

こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

「三
心
料
簡
事
」
で
は
阿
弥
陀
仏
側
か
ら
の

働
き
か
け
と
し
て
の
三
心
と
い
う
傾
向

を
も

っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『醍
醐
本
』
の

「
三
心
料
簡

事
」
以
下
に
集
録
さ
れ
る
法
語
で
、
三
心

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

第
三
四
号

(二
〇
〇
六
年
三
月
)

に

つ

い
て
語

ら

れ

る

も

の

に

、
今

の
第

一
条

の
他

に
第

三

条

「
无
智

者

モ
三
心

具

ト

云

事

」

と

第

九

条

「
知

ヨ
我

身

。
具

搾

.
三
心

・事

」

の
二

条

を

挙

げ

る

こ

と

が

で
き

る

。

こ

の
う

ち

第

三

条

は

一
、

无

智

者

モ
三
心

具

ト
云

事

一
向

.
心

二
.ア念

仏

申

.
無

疑

往

生

セ
。
ト
思

ヘ
ハ即

三
心

具
足

也

云

々

私

云

一
向

,
心

ト
者

至

誠

心

也

无

疑

ト
者

深

信

也

往

生

.
一ア
.
ト
思

.
心

ハ

(
20
)

廻
向
發
願
心
也

と

い
う
も
の
で
、
「私
に
云
く
」
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
法
然
自
身
の
言
葉
で
は

(
21

)

な
く
前

の
文
を
聞

い
た
も
の
が
そ
の
理
解
を
書
き
と
ど
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

こ
こ
で
は

一
向
心
が
至
誠
心
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
法
然
が

『選
択
集
』

で

『観
経
疏
』
散
善
義
を
引
用
し
て
規
定
す
る
至
誠
心
と
は
、
至
誠
心

11
真
実
心

と

い
う
も

の
で
あ
る
。
第

一
条
で
は
真
実
心
は
阿
弥
陀
仏
側
か
ら
施
さ
れ
る
と
さ

れ
る
が
、
こ
の
第
三
条
で
い
う
よ
う
に

一
向
心
が
至
誠
心
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の

一
向
心
が
阿
弥
陀
仏
に
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
が
ど
の
よ
う
な
心
的
様

態
で
あ
る
の
か
理
解
し
が
た
い
。
こ
の
第
三
条

の

一
向
心
と
は
、
や
は
り
衆
生

の

側
か
ら
の
能
動
的
な
心
的
在
り
様
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ

て
、
第

一
条
に
お
け
る
真
実
心
理
解
と
、
こ
の
第
三
条
に
お
け
る
至
誠
心
理
解
は
、

(
22
)

異
な

っ
た
三
心
理
解
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

因
み
に
、
第

一
条
に
お
け
る
文
章
の
混
乱
に
つ
い
て

一
点
指
摘
し
て
お
き
た

い
。

今
問
題
と
し
た

「真
実
」
解
釈
の
文
と

「白
道
事
」
の
問
に
は
次
の
文
が
あ
る
。

五
種
.正
行
中
.觀
察
門
事

ハ

非
十
三
定
善
ニ
ハ

散
心
念
仏
.行
者
.極
楽
.有

(
23

)

様
.相
像
.欣
慕
ナ.心
也

こ
こ
で
は
、
「五
種
の
正
行
中
」
と
始
め
な
が
ら
、
「観
察
門
事
」
と
論
を
進
め
て

七



「三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
」
の
問
題
点
に
つ
い
て

(市
川

定
敬
)

い
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
の
五
種
正
行
に

つ
い
て
語
る
の
で
あ
れ
ば

「観
察
門
事
ハ」

が

「観
察
正
行
事
ハ」
と
な
る
は
ず
で
あ
る
し
、
五
念
門
を
問
題
と
し
た
法
語
で

あ
る
な
ら
ば
、
「
五
種
.正
行
中
.」
と
始
ま
る
文
章
が

「
五
念
門
.中
.」
と
始
ま

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
五
種
正
行
に

つ
い
て
語

っ
て
い
る
の
か
、
五
念
門
に

つ

(24

)

い
て
語

っ
て
い
る
の
か
、
不
明
な
文
章

で
あ
る
。

三
、
第

四
条
と
第
十

四
条

の
相

違

第

一
条

「三
心
料
簡
事
」
と
第
三
条

「无
智
者
三
心
具
云
事
」
の
よ
う
に
相
互

に
異
な
る
思
想
を
示
す
法
語
を
も
う

一
点
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は
、
第
四
条
と
第

十
四
条
で
あ
る
。

〔第
四
条
〕

　
　

　

一
、

餘

行

ハ
シ

ツ

ヘ
ケ

レ

ト

モ

せ

ス
ト

思

ハ
専

修

.
心

也

余

行

自

出

タ
ケ

レ

(
25
)

ト
モ
身
。カ
ナ
ハ
子

ハ
エ
せ
ス
ト
思
ハ修
せ
子
ト
モ
雜
行
心
也

云
々

こ
こ
で
は
、
専
修
心
と
雑
行
心
に
つ
い
て
規
定
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
専
修

心
と
は
、
餘
行
は
す
る
方
が
よ
い
の
で
あ
る
が
、
し
な

い
と
思
う
心
で
あ
り
、
雑

行
心
と
は
、
雑
行
は
す
ば
ら
し
い
行
で
あ
る
が
、
我
が
身
で
は
と
て
も
な
し
得
な

い
と
思
う
心
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
第
十
四
条
で
は

〔第
十
四
条
〕

一
、
定
機
事

ク
ラ
へ

浄

土

宗

.
弘

.
於

大

原

づ
談

論

セ
シ
時

。

法

門

比

。牛

角

,
論

二
,.事

不

.
切

↓
機

根

ク
ラ
へ

比

..

.
ニ
ハ源

空

勝

タ

リ

シ
也

聖
道

門

ハ
法

門

ハ雖

深

外
今

.
機

。
ハ

(
不
脱

力
)

叶

哨

(
26

)

浄

土

門

ハ似

ト
モ
淺

一今

.
根

。
易

叶

一
云

シ
時

。

人

皆

承

伏

シ
キ
ト

云

々

八

と
し
て
、
第
十
四
条
は
大
原
に
お
い
て
、
聖
道
門
と
浄
土
門

の
法
門
く
ら
べ
に
つ

い
て
論
談
し
た
こ
と
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は

「聖
道
門
は
法

門
深
し
と
雖
ど
も
今
の
機
に
は
叶

(は
ず
)
、
浄
土
門
は
浅
き
に
似
た
れ
ど
も
今

の
根
に
叶
ひ
易
し
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
四
条
で
雑
行
心
と
し
て
規
定
さ

れ
る
心
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
第
四
条
で
雑
行
心
と
さ

れ
る

「餘
行
目
出
タ
ケ
レ
ト
モ
身
ニカ
ナ

ハ
子

ハ
エ
せ
ス
ト
思
」
う
こ
と
と
、
第
十

四
条
で

「聖
道
門
ハ法
門
ハ雖
深
↓
今
.機
ニ
ハ不
叶
ご

と
語
ら
れ
る
内
容
は
、
同
じ

趣
旨
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
第
十
四
条
で
は
、
第
四

条
で
雑
行
心
と
し
て
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
内
容
を
も

っ
て
大
原
の
談
論
に
臨
み
、

専
修
念
仏
を
標
榜
す
る
浄
土
宗
の
教
義
を
説
き
示
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
法
然

の
法
語
は
対
機
説
法
的
要
素
を
多
分
に
含
み
、
そ
れ
は
、
『黒

谷
上
人
語
灯
録
』
等
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、

い
ま
こ
こ
に
挙

げ
た
二
条
の
法
語
は
、
そ
う
し
た
対
機
説
法
的
な
理
由
と
い
う
範
躊
に
収
ま
る
よ

う
な
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
『選
択
集
』

(第
三
章
私
釈
段
)
に
お

い
て
雑
行
と
は

「須
砂捨
け
、雜
.修
4レ專
.豈
二捨
」
、百
即
百
生
.專
修
正
行
↓堅
ク執
弛
ヤ
千
中
無

一
.雜

(
27
)

修
雜
行
ヨ乎
」
と
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
。
た
と
え
、
諸
宗
派
に
お
い
て

浄
土
宗
を
確
立
す
る
た
め
と
は

い
え
、
第
四
条
の
よ
う
な
専
修
心

・
雑
行
心
を
想

定
し
た
上
で
、
法
然
が
捨
て
ら
れ
る
べ
き
雑
行
の
心
を
も

っ
て
浄
土
宗
を
主
張
し

た
と
は
考
え
難

い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
法
然
は

『選
択
集
』
第
三
章
私
釈
段
で
、
ロ
称
念
仏
が
阿
弥
陀
仏

の
本

(
28
)

願
で
あ
る
こ
と
を
勝
劣
義

・
難
易
義
を
も

っ
て
解
釈
す
る
の
だ
が
、
第
四
条
を
こ

の
勝
劣
義
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
る
と
き
、
餘
行
は
す
る
方
が
よ

い
の
だ
が
、

万
徳

の
帰
す
る
名
号
を
称
え
る
念
仏
が
勝

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
餘
行
を
せ
ず
に



念
仏
に
依
る
心
、
こ
の
心
を
専
修
心
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
時

に
難
易
義
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
餘
行
は
す
ば
ら
し
い
行
で
あ
る
が
我
が
身
に

と
て
も
叶
わ
な
い
の
で
易
行
で
あ
る
念
仏
に
依
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
第
四

条
で
雑
行
心
と
さ
れ
る
内
容
を
も

っ
て
難
易
義
を
理
解
で
き
る
の
で
あ
る

(傍
線

部
が
第
四
条

の
内
容
)
。
『選
択
集
』
で
は
餘
行
と
表
現
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
念
仏

以
外
の
行
で
あ

っ
て
、
雑
行
は
こ
の
中

に
含
ま
れ
る
と
考
え
て
問
題
は
な

い
だ
ろ

う
。

つ
ま
り
、
勝
劣
義
の
論
理
を
第
四
条
で
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
専
修
心
、
難
易

義
の
論
理
を
第
四
条
で
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
雑
行
心
と
理
解
で
き
て
し
ま
う

の
で

あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
第
四
条

の
よ
う

な
内
容
で
専
修
心
、
雑
行
心
を
規
定
す
る

こ
と
自
体
が

『選
択
集
』

の
思
想
か
ら
距
離
を
持

っ
た
思
想
で
あ
り
、
や
は
り
こ

れ
を
も

っ
て
直
ち
に
法
然
の
法
語
と
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

『徹
選
択
集
』

に
伝
え
ら
れ
る
法
然

の
言
葉
に

「爰
二如
時予
力者
已
二非
畝戒
定

慧
三
學
之
器
二此
,
三
學
,外

。有
刊
ヤ相
二
應
。.我
心
弓之
法
門
上耶
。
有
凹ヤ
ト堪
二能
ナ
.

(
29

)

此
身
二之
修
行
上耶
。」
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
実
存
的
な
問
い
か
け
の
上
に
巡
り

逢

っ
た
教
え
が
善
導
の

『観
経
疏
』
で
あ
り
、
ロ
称
念
仏

の
教
え
で
あ
る
。
第
十

四
条
に
示
さ
れ
る
言
葉
は
、
こ
の
よ
う

な
法
然
自
身
の
求
道
体
験
か
ら
語
ら
れ
る

語
と
し
て
必
然
的
な
も

の
で
あ
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
第
四
条

に
お

い
て
は
雑
行
心
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
内
容
に
な

っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、

『徹
選
択
集
』
に
伝
え
ら
れ
る
言
葉
は
、
法
然
の
人
間
観
を
み
る
上
で
、
極
め
て

重
要
な
言
葉
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と

が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
第
四
条

の
専
修

心

・
雑
行
心
の
規
定
は
こ
う
し
た
言
葉

に
見
ら
れ
る
人
間
観
か
ら
乖
離
し
た
、
無

機
的
な
た
ん
な
る
教
学
論

の
延
長
上

の
こ
と
ば

の
よ
う

に
見
ら
れ
る
も

の
で
あ

り
、
『徹
選
択
集
』
に
記
さ
れ
る
よ
う

な
法
然
自
身

の
求
道

の
果
て
に
も
た
ら
さ

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

第
三
四
号

(二
〇
〇
六
年
三
月
)

れ
た
教
義
で
あ
る
と
は
考
え
が
た
い
の
で
あ
る
。

終
わ
り

に

以
上
、
『醍
醐
本
』
「三
心
料
簡
事
」
以
下
二
十
七
法
語
の
幾

つ
か
に
つ
い
て
見

て
き
た
。
第

一
条

の

「三
心
料
簡
事
」
で
語
ら
れ
る
真
実
心
、
ま
た
、
白
道

の
譬

喩
を
も

っ
て
語
ら
れ
る
願
往
生
心
は
阿
弥
陀
仏
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
語

ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
『選
択
集
』
を
中
心
資
料
と
し
て
法
然
浄
土
教
に
お
け

る
願
往
生
心
に
つ
い
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
衆
生
が
能
動
的
に
起
こ
す
心

で
あ
り
、
真
実
心
も
や
は
り
衆
生
が
起
こ
す
べ
き
心
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が

っ
て
、
第

一
条

の

「三
心
料
簡
事
」
は

『選
択
集
』
と
は
異
な
る
思
想

の
も
と
に

記
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
ま
た
同
じ

「
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
」

の
第
三
条

「
无
智
者
三
心
具
云
事
」

(こ
こ
で
は
至
誠
心
旺

一
向
心
)
と
矛
盾
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
第
四
条
と
第
十
四
条
も
互
い
に
矛
盾
す
る
よ
う
な

思
想
の
も
と
に
記
さ
れ
て
お
り
、
第
四
条
の
専
修
心

・
雑
行
心
の
規
定
は

『選
択

集
』
と
も
異
な
る
思
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
た
。

そ
も
そ
も
、

『醍
醐
本
』
所
収
の

「
三
心
料
簡
事
」
以
下
の
法
語
に
は
、
二
十

七
条
の
法
語
を
通
し
て

一
貫
す
る
主
題
が
見
え
て
こ
な
い
。
ま
た
、
『黒
谷
上
人

語
灯
録
』

や

『西
方
指
南
抄
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
問
答
形
式
の
法
語
の
よ
う
に
、

特
定
の
人
物

(グ
ル
ー
プ
)
と

の
問
答
の
よ
う
な
場
面
設
定
を
想
定
す
る
こ
と
も

で
き
な

い
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
相
互
に
矛
盾
な
い

し
は
異
な
る
思
想
を
示
す
法
語
さ
え
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

見
て
き
た
と
き
、
こ
の

「
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
」
と
い
う
の
は
、

一
連
の
法

九



「
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
」

の
問
題
点
に

つ
い
て

(市
川

定
敬
)

語

で
は

な

く

、

そ

れ

ぞ

れ

が

ば

ら

ば

ら

の
も

の

で
あ

っ
た

と

考

ら

れ

る

の

で
あ

る

。

(
°
)

つ
ま
り
、
先
学
が
推
論
す
る
よ
う

に
、

『醍
醐
本
』
の

コ

期
物
語
」
「禅
勝
房

へ

の
答
」
「
三
心
料
簡
事
」
は
勢
観
房
源

智
の
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
源
智
の
手

元
に
あ

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
「
三
心
料
簡
事
」
以
下
の
二
十
七
法
語

は
、
源
智
が
メ
モ
書
き
の
よ
う
に
様

々
な
伝
聞
を
脈
絡
無
く
、
あ
る
い
は
別
々
の

紙
に
書
き
と
ど
め
た
よ
う
な
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
を

「法
然
上
人
伝
記
」
を
編
纂

す
る
と
き
に
源
智

の
門
弟
が
無
批
判
に
収
集
し
掲
載
し
た
も
の
で
あ

っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が

っ
て
、
そ

の
中
に
は
、
法
然
か
ら
聞

い
た
も

の
も
あ
れ

ば
、
法
然
門
下
に
お
い
て
新
た
に
唱
え

ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
新
説
、
つ
ま
り
法

(
IM
)

然

の
思

想

と

は
異

な

る

も

の
も

紛

れ

込

む

こ
と

に

な

っ
て
し

ま

っ
た

と

推

論

で
き

る

の
で
あ

る

。

〔
注
〕

(
1
)
こ
れ
ま

で
の
議
論
を
管
見

に
及
ぶ
限
り
整
理
す
る
と
、
以
下

の
よ
う
に
な

る
。

●

非
法
然

的
と
見
る
立
場

望
月
信
亨

「
醍
醐
本
法
然
上
人
伝
記
に

つ
い
て
」

(
『仏
書
研
究
』
三
七

・
三
八
号

一
九

一
八
年
)

○

長
楽
寺
隆
寛

の
も
の
と
見

る
立
場

坪
井
俊
映

「醍
醐
本

・
法
然
上
人
伝
記

に

つ
い
て

1

三
心
料
簡

以
下

の
法
語

に

つ
い
て
ー

」

(
『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
通
巻
四
六
号

一
九
七
五
年
)

「
醍
醐
本

『法

然
上
人
伝
記
』
所
収

『
三
心
料
簡
事
』
以
下

二
十
七
法
語

に

つ

い
て
」

一
〇

(
『藤
堂
恭
俊
博
士
古

稀
記
念

浄
土
宗
典
籍

研
究

研
究
篇
』

一
九
八
八
年

)

○

隆
寛
と
證
空

の
思
想
的
類
似
を
指
摘

し

つ
つ
論

じ
る
立
場

廣

川
堯
敏

「
醍
醐
本

『法
然

上
人
伝
記
』

「
三
心
料
簡
事

」

の
撰

者
問
題

ー

法
然
偽

撰
説

の
検
討
1

」

(
『藤
堂
恭

俊
博
士
古

稀
記
念

浄
土
宗

典
籍

研
究

研
究
篇
』

一
九
八
八
年
)

「
隆
寛

撰

『散

善
義

問
答
』

と
證
空

撰

『観

経
疏
自
筆
鈔
』
」

(
『印
度
学

仏
教
学

研
究
』

通
巻

七
八
号

一
九

九

一
年
)

「
醍
醐

本

『法

然
上
人
伝

記
』

「
三
心
料
簡
事
」
偽

撰
説

の
問
題
点
」

(『
日
本

浄
土
教
の
形
成
と
展

開
』

二
〇
〇
四
年
)

●

法
然

の
も

の
と
見

る
立
場

梶
村
昇

「醍
醐

本
法

然
上
人
伝

記
に

つ
い
て
」

(『
亜
細

亜
大
学
教
養
部
紀
要
』

四
号

一
九

六
九
年
)

「悪
人
正
機

説
の
系
譜

に

つ
い
て
」

(『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
通
巻

三
六
号

一
九

七
〇
年
)

「醍
醐
本

『法
然
上

人
伝
記
』

の
筆
者

に

つ
い
て
」

(『小
沢
教
授
頌
寿
記
念

善
導
大
師

の
思
想
と
そ

の
影
響
』

一
九
七
七
年
)

「醍
醐
本

『法
然
上
人
伝
記
』

の
意
図
す

る
も

の
」

(『藤
堂
恭
俊
博
士
古
稀
記
念

浄
土
宗
典
籍
研
究

研
究
篇
』

一
九

八
八
年
)

『悪
人
正
機
説
』

(大
東
名
著
選

一
九

八
八
年
)

『法
然

の
言
葉
だ

っ
た

「善
人
な
を
も

て
往
生
を
と
ぐ

い
は
ん
や
悪
人
を

や
」
』

(大
東
出
版
社

一
九
九
九
年
)

(
2
)
望
月
信
亨

前
掲
論
文

括
弧
内

は
筆
者

が
加
え
た

(
3
)

『土
川
本
』
七

五
～
六
頁

(
4
)

『和
語
燈
録
』

で
は

「要
義
問
答
」

に

中
間

の
白
道

四
五
寸
と

い
ふ
は

衆
生

の
貪

瞋
煩
惱

の
中

に

よ
く
清

淨

の
願
往
生

の
心
を

な
す

也

貪
瞋

こ
わ
き

に
よ
る
か
ゆ

へ
に

す
な

は
ち
水
火

の
こ
と
し
と
た



と

ふ

る

也

願

心

す

く

な

き

か

ゆ

へ
に

白

道

の

こ

と

し

と

た

と

ふ

る
也

水

波

つ

ね

に

み

ち

を

う

る

お

す

と

い
ふ

は

愛

心

つ
ね

に

お

こ

り

て

善

心

を

染

汚

す

る

也

と

記

さ

れ

る
。

(
『龍

谷

大

学

善

本

叢

書

15
黒

谷

上

人

語

燈

録

(和

語

)
』

六

一
三

頁

、

『昭

法

全

』

六

二

四

頁

)

(
5
)

『土

川

本
』

一
二
六

頁

(
6
)

〔親

疎

対

〕

第

一
二親

疎

對

ト
ハ者

先

ヅ
親

ト
ハ者

修

訊
.正

助

二
行

↓
者

ハ於

コ
阿

彌

陀

佛

己
甚

ダ

以

ア爲

親

眤

外
故

二疏

.
上

。文

。
云

,
衆

生

起

睦
ア行

.
口
常

二稱

協
.
バ
佛

.佛

即

チ
聞

け
マ
.
之

.

身

常

二
禮

二
敬

.
レ
バ
佛

刃
佛

即

チ
見

け
マ
.
之

.
心

常

二念

以
レ
バ
佛

.佛

即

チ
知

け
マ
.之

.
衆

生

憶

二

念

。
レ
バ
佛

9
者

佛

亦

憶

念

シ
タ
マ
.
衆

生

9彼

此

,
三
業

不

二相

.捨

離

魂
故

二名

コ
ト
親

縁

↓
也

次

二

疎

ト
ハ者

雜

行

ナ
リ
也

衆

生

不

疇

稱

囲
佛

.
佛

即

チ
不

レ
聞

け
マ
ハ
之

.身

不

肱

禮

囲
佛

.佛

即

チ
不

レ

見

け
マ
ハ
之

.
心

不

"
パ
念

殴
佛

.佛

即

チ
不

レ
知

け
マ
ハ
之

.
衆

生

不

畷

憶

二
念

セ
佛

弓者

佛

不

レ
憶

二

念

、
,
マ
ハ衆

生

9彼

此

.
三
業

常

二捨

離

.故

二名

汐
疎

行

略
也

〔近

遠

対

〕

第

ニ

ニ
近

遠

對

ト
ハ者

先

ヅ
近

ト
ハ者

修

ス
.
正

助

二
行

9者

ハ於

7
阿

彌

陀

佛

呱甚

ダ

以

,ア爲

隣

近

外
故

.疏

,
上

,
文

二云

.衆

生

願

い
.見

け
ト
佛

.
佛

即

チ
應

佛

.佛

即

げ
.ア念

二現

在

シ
タ
マ
.目

,
前

弘故

二名

綜

近

縁

↓
也

次

二遠

ト
ハ者

雜

行

也

衆

生

不

疇

願

い
見
佛

.佛

即

チ
不

レ

應

曜
念

二不

レ
現

〃タ
マ
ハ
目

,
前

二
故

二名

け
遠

ト也

(
『土

川

本

』

十

七

～

八
頁

)

(
7
)

觀

念

法

門

。云

,
又

如

諸
彌

陀

經

二
説

ヴ
若

シ
有

.」
男

子

女

人

一七

日

七

夜

及

ビ
畫

認.ア
一
生

コ

心

二專

.念

..ア阿

彌

陀

佛

弓願

該
.
ハ
往

生

9
者

此

.人

常

二得

誹
ガ
六
方

恆

河

沙

等

,
佛

共

二來

.ア

護

念

ウ
,
マ
.
コ
ト
.
故

.
名

」
護

念

經

斗
護

念

經

ト
ィ
.
意

ハ者

亦

不

レ
令

コ諸

悪
鬼

神

.

.
一.得

プ

便

.

亦

無

抄
横

病

横

死

横

。有

コ
ト
厄

難

・
一
切

,
実

鄲

自

然

.
消
散

.
除

⊃
不

至

心

↓

(『土

川

本

』

一

一
九

～

二

〇
頁

)

(8

)

往

生

禮

讃

二
云

,
十

往

生

經

.云

若

有

静
衆

生

念

ぞ
.阿

彌

陀

佛

づ願

畝
レ
バ
往

生

弓
者

彼

.
佛

即

遣

㌣
ア
ニ
十

五

.
菩

薩

9擁

二
護

セ
シ
.
行

者

弓若

ハ
行

若

ハ坐

若

ハ
住

若

ハ臥

若

ハ
晝

若

ハ夜

一

切

,時

一
切

,處

二
不
レ
令

3
惡

鬼

惡

神

.シ
一ア得

漣
其

便

弓
也

又

如

許
觀

經

二
云

づ若

シ
稱

禮

念

シ
一ア

阿

彌

陀

佛

9
願

以
、
バ
往

二
生

。
。
ト
彼

.
國

二
者

彼

.
佛

即

遣

語
シ
..無

數

,
化

佛

無

數

,化

觀

音

勢

至
菩

薩

9
護

・念

.
行

者

弓復

與

豆
削
,
二
十

五

,
菩

薩

等

今
百
重

千

重

。
圍

二
遶

シ
.ア行

者

づ
不

レ

佛

教

大

学

大

学

院

紀

要

第

三

四
号

(
二
〇

〇

六

年

三

月

)

問

」行
住

坐
臥

一
切
,
時
處

9若

ハ晝
若

ハ夜
常

。
不
レ
離
⊃
タ
マ行
者

刃
今
既

。有

コ
斯
,
勝

盆
,

可
ヰ
レ
憑
.
願

ハ諸
,
行
者
各
須
つ
至
心

.求

・レ
往

,ト
.

(
『土
川
本
』

一
二
〇
～

一
頁
)

(
9
)

『
仏
教
古
典
叢
書

古
本
漢

語
燈
録
』

(以

下

『
仏
叢

漢
語
』
)
七
巻

三
十

五
～
六
頁
、

『昭
法
全
』

二
四
九
頁

(
10
)
伝

記
に
残
さ
れ

る
曇
鸞
法

師

の
浄
土
教

へ
の
回
心
は
、
ま
さ

に
こ
の
点

に
よ
る
も

の

だ
と

い
え

る
だ

ろ
う
。

(
11
)

『仏
叢
漢
語
』

八
巻
十

五
頁
、

『昭
法
全
』

二
六

二
頁

(
12
)
望
月
信
亨

前
掲
論
文

(13
)

『
藤
堂
恭

俊
博

士
古
稀

記
念

浄
土
宗

典
籍
研

究

資

料
篇
』

(以

下

『藤

堂
古
稀

資
料
篇
』
)

一
八
七

～
九
頁

、
『
昭
法
全
』

四
四
八
頁
～
九
頁

(14
)

『藤
堂
古
稀

資
料
篇
』

一
九

〇
～

二
頁
、

『
昭
法
全
』

四
四
九
頁

(
15
)
廣

川
堯

敏

「
醍

醐
本

『
法
然

上
人

伝

記
』

「
三
心

料
簡

事
」

偽

撰
説

の
問
題

点
」

(『
日
本
浄

土
教

の
形
成
と

展
開
』
)

(16
)
坪
井
俊
映

「醍

醐
本

・
法
然
上
人
伝
記

に

つ
い
て

1

三
心
料
簡

以
下

の
法
語

に

つ

い
て
ー
」

(
『印

度
学
仏
教

学
研
究
』

通
巻

四
六
号

)

(17
)
廣

川
堯
敏

前

掲
論
文

(18
)

『昭
法
全
』

三
八
三
頁

(19
)

『昭
法
全
』

三
九
〇
頁

(20
)

『藤
堂
古
稀

資

料
篇
』

一
九
三
～
四
頁

、

『昭
法
全
』

四
四
九
～
五
〇
頁

(
21
)
梶
村
昇
氏

は
、
こ

の
人
物
を
勢
観
房

と
し

て
い
る
。
現
時
点

で
、
こ
れ
を
反

証
す

る

資

料

は
無
く

、
筆
者

も

こ
の
考

え

に
異
論
を

唱
え

る
も

の
で
は
な

い
。

(
「
醍
醐

本

『法
然

上
人
伝
記
』

の
筆
者

に

つ
い
て
」

(
『
小
沢
教
授
頌

寿
記
念

善

導
大
師

の
思

想
と
そ

の
影
響
』
)
)
参
照

(
22
)
安
達
俊

英
氏
は
浄
土
宗

『宗
報
』

平
成
十
五
年
十

二
月

号

の

「
御
法
語

の
背

景
」

三

十
三
に
お

い
て
こ

の
第

一
条
と
第
三
条

・
第
九
条
と

の
矛
盾
を
指
摘
し

て
い
る
。

(
23
)

『藤
堂
古
稀

資
料
篇
』

一
八
九
頁
、

『昭
法
全
』
四
四
九
頁

一

一



「
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
」

の
問
題
点
に

つ
い
て

(市

川

定
敬
)

(
24
)

こ
れ
と
同
様

に
文
章

に
混
乱
を
き
た
し

て

い
る
と
思
わ
れ
る
も

の
に
、
第

二
十
七
条

「
一
、
善

人
尚
以
往
生
況
悪
人
乎
事
」

の
条

を
挙
げ
る

こ
と
が

で
き

る
。
こ
こ

で
は
、

い
ま

の
条
題

に
続

い
て

「
口
伝
有
之
」
と
割

注
が
付

さ
れ
て

い
る
が
、
続
く

「私
云
」

の
最
後

に
は

「初

三
日
三
夜
讀
余
之
後

一
日
讀

之
後

二
夜

一
日
讀
之
」
と

記
さ
れ

て

い
る
。

口
伝
を
受

け
た

の
で
あ
れ
ば

「之
讀
」

と
す
る

の
は
お

か
し
く

は
な

い
だ

ろ

う
か
。
少

な
く
と
も

、
こ
の
文
章
を
書
留

め
た
人
物
は

「
善
人
尚
以
往
生
況
悪
人
乎
」

の
口
伝
を
受

け

て
い
な

い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

(
25
)

『藤
堂
古
稀

資
料
篇
』

一
九
四
頁
、

『昭
法
全
』

四
五
〇
頁

(
26
)

『藤
堂
古
稀

資
料
篇
』

二
〇
三
頁
、

『昭
法
全
』

四
五
二
頁

(27
)

『土
川
本
』

二
三
～
四
頁

(28
)
聖
意
難
け
測
リ
不
レ
能

論輙
ク
解
蝋
ル
,
ト
雖
囲
モ
然
,
ト今

試
ミ
ニ
墜

ゴニ
義

弓解

噴
之
ヲ
一
ニ
ハ
者
勝
劣
ノ

ユ

ヘ

イ
カ
ン

義

ニ

ニ
ハ者

難

易

.義

ナ
リ初

二
鬪

園圀

ト
ハ者

念

佛

ハ是

.
勝

餘
行

ハ
是

.
劣

ナ
リ所

以
者

何

ト
ナ
.
ハ

名

號

ハ是

レ
萬

徳

,
之

所

け
リ歸

.

.也

然

レ
ハ則

チ
彌

陀

一
佛

.所

有

.
四

智

・
三

身

・
十

力

・

四
無

畏

等

.
一
切

,
内

證

,
功

徳

相

好

・
光

明

説

法

・
利

生
等

.
一
切

,外

用

.功

徳
皆

悉

.

攝

二在

セ
リ
阿

彌

陀
佛

.名

號

.之

中

4故

二名

號

.
功

徳

最

モ
爲

レ勝

ト也

餘

行

ハ不

レ
然

一.各

守

ユ

一
隅
9是

.
以
テ爲

レ劣

ト也

(中
略
)
次

二
國
閣

圏

ト
ハ者
念
佛

ハ易

け修

シ諸
行

ハ難

け修

シ

(中
略
)
故

.知

.

.念
佛

ハ易
ガ
故

二通
コ
於

一
切

く諸
行

ハ
難
ガ故

。不

レ通
諸
諸
機

弓然

。バ
則
爲

に令

務

一
切
衆
生

ヲ
シ
.ア
平
等

.往
生

地捨

け難

.取

"易

.爲
勢

へ
。力
本
願
外
歟

(
『土
川
本
』

三

一
～
三
頁
)

(
29
)

『浄
土
宗
全
書
』
七
巻
九

五
頁

(
30
)
梶
村
昇

「醍
醐
本
法
然
上
人
伝
記

に

つ
い
て
」

(
『亜
細
亜
大
学
教
養
部
紀
要
』

四
号
)

参
照

(
31
)

『歎
異
抄
』

に
は
親
鸞
と
唯
円

の
次

の
よ
う
な
問
答
が
残
さ
れ

て
い
る
。

念
仏
ま
う

し
そ
う
ら

へ
ど
も
、
踊

躍
歓
喜

の
こ

・
ろ
、
を

う
そ
か
に
さ
ふ
ら

ふ

こ
と
、
ま

た

い
そ
ぎ
浄
土

へ
ま

い
り

た
き
こ

・
ろ

の
さ

ふ
ら

は
ぬ
は
、

い
か

に

と
さ

ふ
ら
ふ
べ
き
こ
と

に
て
さ

ふ
ら
ふ
や
ら
ん
と
、
ま
う
し

い
れ
て
さ
ふ
ら

ひ

一
二

し
か
ば
、
親
鸞
も

こ
の
不
審

あ
り

つ
る

に
、
唯
円
房

お
な
じ
こ

・
う
に
て
あ

り

け
り
。
よ
く
く

案
じ

み
れ
ば
、
天
に
お
ど
り
、
地

に
お
ど
る
ほ
ど

に
、

よ
ろ

こ
ぶ
べ
き
こ
と
を
、
よ

ろ
こ
ば
ぬ
に
て
、

い
よ
く

往

生
は

一
定
と
お
も

ひ
た

ま

ふ
べ
き
な
り
。
よ

ろ
こ
ぶ
べ
き

こ

・
ろ
を
を
さ

へ
て
、
よ
ろ
こ
ば
せ
ざ

る
は

煩
悩

の
所

為
な
り
。
し
か

る
に
仏

か
ね

て
し

ろ
し

め
し

て
、
煩
悩
具
足

の
凡
夫

と

お
ほ
せ
ら
れ
た
る

こ
と
な

れ
ば

、
他
力

の
悲
願

は
、

か
く

の
ご
と
き

の
わ
れ

ら
が
た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ

て
、

い
よ
く

た

の
も
し
く
お

ぼ
ゆ
る
な
り
。

(
『歎
異
抄
』

(岩
波
文
庫
)
五
四
頁
)

と
、

「
浄
土

へ
ま

い
り
た
き

こ
こ

ろ
」
す

な
わ
ち
願
往

生

の
心

が
起

こ
ら

な

い
こ
と

が
問
題
と

さ
れ
て

い
る
。
親
鸞
は

こ
の
問

題
に
対
し
、
自
ら

が
煩
悩

具
足

の
凡
夫

で

あ

る
こ
と
を

理
由

と
し

て
、
ま
た
、
だ

か
ら
こ
そ
阿
弥
陀
仏

の
救

い
が
あ
る
と
語

っ

て
い
る
。

こ
の

『歎

異
抄
』
が
唯
円

の
著
書

で
あ
り
、

こ
れ
が

こ
の
ま
ま

親
鸞

の
思

想

で
あ

る
か
ど
う

か
は
問
題

で
は
あ

る
が
、
少

な
く

と
も
法
然
以
後

に
こ

の
よ
う
な

考
え
方
が
起

こ

っ
て

い
た
と

い
う

こ
と

は
間
違

い
な

い
。
ま
た
、
隆
寛

・
證
空

も
本

論

で
考
察
し
た
法
然

の
願
往
生
心
と
は
異
な

っ
た
解

釈
を
示
し

て
い
る

(坪

井

・
廣

川

前
掲
論
文
参

照
)
。
こ
こ
に

い
う

"
法
然
門
下
に
お

い
て
新
た
に
唱
え
ら
れ
る
よ

う
に
な

っ
た
新
説
"
と

は
、

こ
う

し
た
も

の
を
念
頭

に
置
く
も

の
で
あ

る
。

(
い
ち

か

わ

さ

だ

た

か

文

学

研

究

科

浄

土

学

専

攻

博

士

後

期

課

程

)

(指

導

"
高

橋

弘

次

教

授

)

二

〇

〇

五
年

十

月

十

九

日
受

理


