
学
問

は
い
ら
ぬ
も
の
だ
と
申
さ
れ
だ
。
し
か

し
往
生

の
為

に
学
問

は
い
ら
ぬ
も
の
と
わ
か

っ
た
の
は
学
問
の
お
蔭

だ
と
言

つ
て
い
る
。

こ

瓦
に
至
る
と
、
名
号
の
功
徳

の
分
析
理
解
は

一
応
意
義
が

な
く

な
る
も
の
で
は
な
い
か
。
さ
も
あ
れ
法
然
上
人
の
法
語

に
、
本
願

の
意
趣
を
知
る
程
の
学
問

は
必
要
だ
と
申
さ
れ
て
い
る
か
ら
そ
の

本

願
の
意
趣
の
根
本
的
理
解
が

こ
の
+
二
光
に
よ

つ
て
余
す
な
く

理
解
さ
れ
る
と
す
れ
ば
弁
栄
上
人
の
功
績
又
大

な
る
と
云
え
な
い

だ
ろ
う
か
。
か

Σ
る
観
点
か
ら
+
二
光
と
言
う
も
0
に
接

し
て
来

た
私
は
、

一
面
法
然
上
人
の
偉
大
さ
を
単
調

な

「
た
だ
往
生
の
為

に
は
南
無
阿
弥
陀
仏

と
申
し
て
疑

ひ
な
く
往
生
す
る
ぞ
と
思
ひ
と

り
て
念
仏
す
る
」

こ
と
だ
と
言
う
文
章
の
特

に
力
強
さ
を
知
る
と

共
に
、
本
願
の
意
趣

の
現
在
的
把
握
を
、
ま
が

り
な
り
に
弁
栄
上

人
の
+

二
光
体
系
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
ま
こ
と
に

幸
せ
な
こ
と
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

法

然

上

人

の

教

学

の

研

究

-
.特

に
浄
土
観

に

つ
い
て
-ー

片

山

法

道

浄
土
宗

は
法
然
上
人
の
創
立
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
か
ら
八

三
〇
年
前
岡
山

県
め
山
姨

に
生
ま
れ

距
怯
然
は
.
家
庭
的
不
幸
の

た
め
、
比
叡
山
に
登
り
仏
教
を
学
び

、
広

く
各

地
に
道
を
求
め
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
当
時

の
叡
山

の
教

学
は
法
然

に
と
つ
て
は
あ
ま

り

に
も
了
解

し
に
く
か

つ
た
。
法
然

は
善
導
の
釈
義

に
よ

つ
て
、

よ
り
簡
明
で
最
も
重
要

で
あ
る
凡
夫
得
脱
の
新
仏
教
を
こ

丶
に
提

唱
し
た
の
で
あ
る
。

+
八
才
の
時
黒
谷
叡
空
上
人
の
許

に
投
じ
目
的
に
向

つ
て
奮
励

さ
れ
る
こ
と
こ
+
有
五
年
、
遂

に
簡

明

な
る
万
機
得
脱
の
要
路
を

確
認
せ
ら
れ
、
浄
土

一
宗
の
確
立
を
見
た
の
で
あ
る
。

そ
の
浄
土
観

に
於

い
て
港
生
仏
不

二
的
立
場
を
排
除
し
て
、
生

仏
分
離
の
立
場
を
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
は
聖
道
門
の
教

は

唯
心
の
浄
土
.
己
身

の
弥
陀
で
あ

つ
て
、
浄
土
と
い
つ
て
も
そ
れ

は
唯
心
の
所
現
此
土

に
於

い
て
浄
土

を
現
じ

、
娑
婆
即
窟
光
土
と

な
る
と
い
う
考
え
が
基
本
的
に
存
在

し
て
い
た
。
し
た
が

つ
て
、

こ
の
現
実
世
界
を
離
れ
て
ど
こ
か
別

の
所
に
浄
土
を
立
て
る
と
い

う

考
え
は
聖
道
門

の
教

と
し
て
取
ち

な
か

つ
た
。
こ
れ
に
対

し
上

人
は

「
娑
婆
の
ほ
か
に
極
楽
あ
り

、
我
身
の
他
に
阿
弥
陀
仏

い
ま

す
」
と
説

い
て

い
ら
れ
る
。
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上

人

は

従

来

の
聖

道

門

的

立

場

な
ら

ば

凡

夫

が

往

生

す

る

こ

と

が

出

来

な

い
。

即

ち

観

念

的

な

浄

土

で

は

な

く

、

指
方

立
相

の
浄

土

で

な

け

れ

ば

な
ら

ぬ

と

考

え

た

。

さ

て

上

人

の
浄

土

観

が

客

観

的

西

方

の
浄

土

の
存

在

を

認

め

、

之

に
純

粋

の
思

慕

を

よ

せ

ら

れ

た

の

で
あ

る

。
借

方

立
相

の

肯

定

の
文

は

左

の
如

く

で

あ

ち

。

「
和

語

灯

録

」

六

或

人

に
示

す

詞

第

二

に

、

「
シ
ト

ハ

コ

ノ
時

西

二
向

フ

ベ

カ

ラ

ズ

。

又

西

ヲ

ウ

シ

ロ

ニ

ス

ベ

カ

ラ

ズ

、
北

南

二
向

フ

ベ

シ
。

大

方

ウ

チ

ゥ

チ

イ

タ

ラ

ン

ニ

モ
打

臥

サ

ン

ニ

モ
必

ズ

西

二
向

フ

ベ

シ
。

若

シ

ユ

フ

シ
ク

便

宜

ア

シ

キ
嚢

ア

リ

テ

、

西

ヲ

ウ

シ

ロ

ニ

ス

ル

事

ア

ラ

バ

心

ノ
内

二

我

ウ

シ

ロ

ハ
西

ナ

リ

、
阿

弥

陀

仏

ノ
オ

ハ

シ

マ

ス
方

ナ

リ

、
唯

今

ア

シ

サ

マ

ニ
テ
向

ハ
ネ

ド

モ

心

ヲ

ダ

ニ

モ
西

方

ヘ

ヤ

リ

ツ

レ

バ

、

ソ
ゾ

ロ

ニ
西

二
向

ヒ

テ
極

楽

ヲ
思

ハ

ヌ
人

ニ

ク
ラ

ブ

レ

バ

ソ

レ

ニ

ハ

マ

サ

ル

也

。
」

と

述

べ
て

い
る

。

こ

の

文

に

よ

れ
ば

娑

婆

と
極

楽

、

我

身

と

阿

弥

陀

仏

の

区

禦

が

つ
く

で

あ

ろ

ら

。

又
西

方

指

南

鈔

(
親

鸞

聖

人

全

集

一
、
三

六

)

に
浄

土

と
娑

婆

と

の
関

係

に

つ

い
て

の

べ

て

い

る

。

こ
の
様
に
謙
虚
に
し
て
、
純
心
な
気

持
で
西
方
浄
土
を
認
容
さ

れ
た
の
も
、
,凡
夫

な
る
が
故
仏
の
.本

願
力
に
乱

っ
て
、
極
楽

に
生

ず
る
こ
と
が
出
来
る
と
、
絶
対
的

に
確

信
を
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

又
溌
幽
本

「
法
然
上
人
伝
記
」
,の
法

語
で
け

「
但
念
仏
は
極
楽

に
生
れ
る
-4<
●
倶
余
行
は
懈
慢
鼠

に
生

れ
る
。
然
る
に
念
仏
余
善

兼

行
の
者
で
念
仏
の
方
に
心
重
き
は
余

行
を
雑
う
と
も
極
楽
に
生

じ
、
余

行
の
方

に
心
重
き
は
念
仏
を
助

く
と
も
懈
慢
に
生
れ
る
。

と
述

べ
極
楽
と
耀
慢

と
の
関
係

に
於

い
て
、
弥
瞠
の
本
願
た
る
念

仏

を
持

つ
も
の
は
極
楽
に
生
ず

と
の
見
解
が
取
ら
れ
て
い
る
。
又

「
和
語
灯
録
」
の
東
大
寺
+
問
答
で
は
念
仏
往
生
の
入
は
報
、仏
の

来
迎
に
あ
ず
か
る
が

、
雑
行
の
人
の
往

生
は
化
仏

の
来
迎
で
あ
る
、

念
仏
も
余
行
や
疑
心
を

い
さ
さ
か
も
雑
う
る
は
化
仏
の
来
迎
を
見

て
、.仏
を
か
く

し
奉
る
も
の
で
あ
る
。

と
但
念
仏
と
諸
行
者
の
来

迎
の
区
別
を
説

い
て
い
る
。
但
念
仏
は
報
仏
来
迎
報
土
の
往
生
で

あ
り
、
助
念
仏
但
諸
行
は
化
仏
来
迎
化

土
の
往
生
な
る
こ
と
の
意

を
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。

以
上
の
様

応
法
然
上
人
は
浄
土
を
理
解
さ
れ
て

い
る
が

、
当
時

の
浄
土
教
に
反
し
、
簡
明
さ
を
持

っ
て
西
方
を
認
め
て
お
ら
れ
る
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の

で
あ
る
。
こ
の
迷
妄
の
娑
婆
世
界
よ
り
脱
却

し
て
西
方
を
敬
慕

せ
ら
れ
た
事
は
、
人
闇

の
能
力

、
機
根

を
考
え
て
当
然
ど
い
わ
ね

ば

な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

法
然
は
当
時
の
あ
ら
ゆ
る
思
想
界
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
が

、
聖
道
門
的
な
諸
行
往
生
思
想
を
無
価
値
と
し
、
聖

道
門
に
よ

つ
て
遮
断
さ
れ
て
い
た
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
を

い
か
な
る

悪
人
に
も
光
被

せ
し
め
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
法
然
は
経

典

に
と
か
れ
る
文
章
を
絶
対
的

な
も
の
と
し
て
讃
歎
ざ

れ
た
の
で

あ

る
。
浄
土
に

つ
い
て
も
阿
弥
陀
仏

の
浄
土
を
報
土
と
判
じ
、
そ

の
報
土
と
は
阿
弥
陀
仏

と
い
う
報
身
仏
の
い
る
極
楽
浄
土
で
あ
る
。

浄

土
三
部
経
の

一
っ

「
阿
弥
陀
経
」

に
は
㍉
西
方
+
万
億
の
浄
土

を
過
ぎ
て
世
界
あ
り
名
付
け
て
極
楽
と

い
う
」
.と
あ

つ
て
こ
れ
は

指

方
立
相
の
浄
土
と
し
て
法
然

の
認
容
さ
れ
て

い
る
浄
土
で
あ
る
。

そ
の
指
方
立
相
の
浄
土

へ
往
生
す
る
こ
と
の
出
来
る
者
は
ど
ん
な

悪

人
で
も

□
に

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
唱
え
れ
ば
往
生
出
来
る
と

万

人
得
脱
の
専
修
念
仏
を
と
き
だ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

民
衆

一
般
に
よ
り
深
く
.浄
土
教
を
浸
透
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
法

然
が

こ
と
さ
ら
浄
土
宗
を
公
称
さ
れ
た
理
由
は
、
凡
夫
が
直
ち
に

完

全

な
解

脱

を

得

し

め

ら

れ

る
事

を

明

示

せ

ん
が

た

め

で

あ

っ
た

し

か

し

一
般

仏

教

の

常

規

と

し

て

は

、

往

生

を

求

め

る

も

の

の

機

根

に

よ

つ
て

、

そ

の

も

の

の

価

値

の

栂

異

を

生

ず

る

と

い
う

も

の

で

あ

る

。

t

凡

夫

ー

化

身

化

士

-

聖

者

t

報

身

報

土

と

い
う

こ

と

に

な

る

.
報

身

朝

土

の

世

界

は
.、
完

全

な
解

脱

の
世

界

で

あ

る

か

ら

、
煩

悩

執

着

の

と

り

き

れ

た
む

の

の

み
咲

い

う

る

ル

ヤ

世
界
で
あ
る
。
凡
夫
の
味
う
世
界
価
値

嫉
ど
う

し
て
も
不
完
全

な

世
界
価
値
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
の
が
雪
然
で
あ
る
。
a
然
弥
陀
仏

.、

の
浄
土
を
化
土
と
み
る
か
、
そ
れ
と
も
報
土
と
見
る
か
に
よ

っ
て

凡
夫
の
救

わ
れ
る
世
界
か
ど
う
か
き
ま

る
、わ
け
で
あ
る
・
天
含
学

で
は
凡
聖
同
居
土
の
化
士
で
あ

る
と
見

て
い
る
か
ら
凡
夫
の
味
う

る
世
界
で
あ
る
。
法
然
は

一
夢
の
善

な
き
悪
入
で
叡
、
唯
本
魔
の

念
仏
を
称
え
る
な
ち
ば

、
直
ち

に
完
全

な
報
身
阿
弥
陀
仏
の
慈
光

に
照
ら
さ
れ
、
報
土
の
世
界
を
味
わ
う

り.
ζ
が
出
来

る
と
解

か
れ

て

い
る
。

上
人
は

「
娑
婆

の
ほ
か
に
極
楽
あ
り

、
わ
が
身

の
ほ
か
に
阿
弥
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昨

仏

い

ま

す
」

と

と

か

れ

た

こ

と

は

、

凡

夫

を

化

益

す

る

た

め

に

は
観

念

的

な

浄

土

で

は

な

く

、

指

方

立

相

の
浄

土

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

と
著

え

た

か

ら

で

あ

ろ

う

、

善

導

教

学

の

研

究

t

特

に
凡

夫

性

の

強
調

に

つ
い

て

岸

泰

純

善

導

教

学

が

成

立

す

る

に

は

、
師

当

時

の
時

代

的

乃

至

思

想

的

な

背

景

が

重

要

な

問

懸

で

あ

る

。

南

北

朝

は

隋

に

よ

つ
て

統

一
さ

れ

た
が

そ

の
隋

代

に

は

、

天

台

、

三

論

、

三

階

教

等

が

勃

興

し
、
後

の
唐

代

は
支

那

仏

教

史

上

黄

金

疇

代

と

も

言

わ

る

べ
き

も

の

で

、
太

宗

の

帰

仏

外

護

も

あ

り

、
浄

土

教

、
法

相

、
華

厳

、
律

、

,

}̀.‐
v
縄
.
n
密

教

等

の
各

宗

派

が

独

立

大

成

さ

れ

る

に

至

つ
た

の

で

あ

る

。

道

綽

、
善

導

の

出

世

せ

ら

れ

た

時

代

即

ち
隋

末

唐

初

に

は

、

相

次

ぐ

戦

乱

や

、
北

周

武

帝

の
廃

仏

事

件

等

に

よ

り

、
法

滅

の
相

を

ま

ぎ

ま

ざ

と

示

し

、
人

4
に
末

法

到

来

の
自

覚

を

促

し

た

。

し
の

よ

う

な
中

に

あ

つ
て

道

綽

は

安

楽

集

に

、我
末
法
時
中
億
億
衆
生
起
行
修
道
未

有

　
人
得
者
当
今
末
法
現

是
五
濁
悪
世

、
唯
有
浄
土

一
門
可
通

入
路

と

い
い
又

諸
仏
大
慈
勤
煽
浄
土
縦
使

「
形
造
悪
但
能
繋
意
専
精
常
能
念
仏

}
切
諸
隲
自
然
倦
除
定
得
往
生
何
不

思
量
都
無
去
心
也

と
あ
る
如
く
、
末
法
の
世
に
於

け
る
時

機
に
相
応

し
た
教
が
道
綽

教
学
の
基
調
で
あ
り
、
西
方
願
生
の
思

想
は
、
益

々
民
衆
の
闇
に

広
ま

つ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
道
綽
の
思
想
は
善
導

に
よ

つ
て
受

け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。
善
導
は
正
し
く
観
経
疏

に゚
よ

つ
て
宗
を

立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
隋

代
已
来

、
糊
経
は
流
行
経
典
の

一
っ

と
し
て
数

え
ら
れ
て
い
た
.よ
う
で
あ

つ
て
、
善
導
以
前
に
於
て
も

浄
影
寺
恵
遠
、
天
合
智
鑽

、
吉
祥
寺
吉
蔵
等

に
よ

つ
て
各

々
そ
の

疏

が
著
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
が

、
善
導

は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も

満
足
さ
れ
な
か

つ
た
。
こ
,の
こ
と
は
善

導
の
観
経
疏
の
末
に

「
今

欲
出
此
観
経
要
義
樽
定
古
今
」

と
あ
る
文

に
よ

つ
て
明
ら
距

で
あ

る
。
で
は
何
故
諸
師

の
説
に
満
足
せ
ず

、
新

た
に
観
経
の
要
義
を

出
し
て
古
今
を
楷
定

せ
ん
と
決
意
さ
れ

た
の
で
あ
る
か
。
そ
の
こ
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