
『
隆
寛

律

師

の

「
一
念
參

念

分

別

事
」

と

親
鸞

聖
人

の

コ

念

多

念
証

交

」

の

排

反
性

と
共

通
性

に

つ

い
て
〃
』

原

田

知

、

成

親
臠
聖
人
は
、
自
分

の
敬
慕
す
る
隆
寛
律
師

の

コ

念
多
念
分

別
事
」

と
聖
覚
法
印
の

「
唯
信
鈔
」

を
各
々
釈

し
て

「
一
念
多
念

証
文
」
と

「
唯
信
鈔
文
意
」

の
二
本
を
著

し
た
の
で
あ
る
が
、
本

章
で
は

二

念
多
念
分
別
事
」
と

「
一
念
多
念
証
文
」
を
比
較

し

て
そ

の
真
意

の
排
反
性
と
共
通
性
に

つ
い
て
若
干

ふ
れ
て
み
た
い

の
で
あ
る
。

一
念
多
念
に

つ
い
て
の
論
争
は
律
師
の
頃
に
は
、
特
に
栄

ん
で

あ

つ
た
よ
う
で
、
古
今
著
聞
集
に
は
聖
覚
法
印
が
後
鳥
羽
院

へ
参

上
し
た
時
、
こ
の
事
に

っ
い
て
後
下
問
の
あ

つ
た
こ
と
を
伝
え
、

「民
経
記
」
嘉
撮
二
年
九
月

の
記
事
に
も

一
念
方
、
多
念
方

の
名

が
見

え
て
い
る
。
凝
然

の

「
浄
土
法
門
源
流
章
」
に
も

一
念
方
と

し
て
成
覚
、
法
本
、
多
念
方
と
し
て
隆
寛
の
名
が
見
え
て
い
る
こ

と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、

「
分
別
事
」
も

「
証
文
」
も
共
に
、

一
念
多
念
に
偏

執
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る

が
、
そ
の
内
容

は
か
な
ら

ず
し
も
同
じ
で
あ
る
と
は
理
解
で
き
な

い
。
即
ち
、

「
分
別
事
」

で
は

一
念
も
多
念
も
共
に
称
名
行
で
あ

つ
て
、
称
名

の

一
声
を

一

念
と
云

い
、
称
名
の
多
声
を
多
念
と
云

つ
て
い
る
が
、

「証
文
」

で
は

一
念
は
信
心
の
こ
と
で
あ
り
、
多
念

は
称
名

の
こ
と
で
あ
る
。

「分
別
事
」

に

南
無
阿
弥
陀
仏
と
と
な
ふ
る
こ
と
は

一
念
無
上

の
功
徳
を
た
の

み
、幽
念
広
大

の
利
益
を
あ
ふ
く
ゆ

へ
な
り
。
し
か
る
に
い
の
ち

の
ひ
ゅ
く
ま

Σ
忙

は
、
こ
の

一
念

か
二
念
三
念
と
な
り
ゆ
く
こ

の

一
念
か
や
う
に
か
さ
な
り
、

つ
も
れ
は

一
時

に
も
な
り

二
時

に
も
な
り
、

百

に
も
二
日
に
も

一
月

に
も
な
り
云
云

と
あ

つ
て

一
念
は
称
う
る

一
念
で
あ
り
、

其

一
念
が
積

つ
て
多
念

と
な
る
の
で
あ
る
・
所
が

「
証
文
」

(
法

要
巻
二

三
)
で
は
・

一
念
と
い
ふ
は
信
心
を
う
る
と
き
の
き

は
ま
り
を
あ
ら
は
す
こ

と
は
な
り

と
み
え
て
、
こ
の

一
念

の
信
心
の
時
、
と
き
を

へ
ず
、
日
を
も

へ

だ
て
ず
往
生
を
得
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に

「
一
念
を

ひ
が
こ
と

Σ
お
も
ふ
ま
じ
き
こ
と
」

の
殻

は
信

一
念

の
義
を
も

つ
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て

つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。
多
念
に
関

し
て
は

「
証
文
」

(法
要
巻

ニ
ノ
十
五
)
に
本
願

の
乃
金
十
念
を
釈
し
て

す
て
に
十
念
と
ち
か
ひ
た
ま

へ
る
に
て
し
る
へ
し
。

一
念

か
き

ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
を
、
い
は
ん
や
乃
至
と
ち
か
ひ
た
ま

へ
り
、

称
名

の
遍
数

さ
た
ま
ら
す
と

い
ふ
こ
と
を
。

と

せ
ら
れ
る
如
く
、
称
名
の
遍
数
に
定
ま
ら
ず

一
声
も
多
念
も
悉

く
を
、
此
の
中
に
摂
め
て
い
る
。
要
約
す
る
と
、
同
じ

一
念
多
念

を
取
り
扱

い
な
が
ら

「
分
別
事
」

は
称
名

の

一
多

即
ち
行
の

一
多

で
あ
り
、

「証
文
」

は
信

一
行
多
、
即
ち
信
行
に
亘
つ
て

一
多

で

あ

つ
て
こ
の
点
で
は
両
者
の
差
異
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
コ

し
か
し
、
両
者
の
共
通
点
に

つ
い
て
み
る
と
、

「
分
別
事
」

は

行

の

一
多

を
以
て
示

し
て
あ
る
か
ら
、
そ
の

一
念
多
念
の
関
係
は

一
念
が
積

つ
て
多
念
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

一
念
は
実
は
多

念
を
予
期
し
な
い

一
念
で
あ

つ
て
、
毎
日
臨
終
と
考
え
て
、
そ
の

一
念
を
限
り
と
思
い
、
そ
の

一
念
は
無
上
の
功
徳

、
広
大
な
利
益

を
仰
い
で
往
生
決
定

の
思
い
に
住

し
、
多
念
功
を
成
し
て
と
云
う

老
え
は
持
た
な

い
。
そ
こ
で
多
念
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
多
念

を
偏
執
す
べ
き
で
は
な
く
、
し
か
も
各
自

の
命
が
延
び
る
と
お
の

ず
か
ら
多
念
と
な
る
の
で
あ
る
。
故
に

一
念
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
」

念
を
偏
執
す

べ
き
で
な

い
と

し
た
の
で
あ
る
。

「分
別
事
」

に
多
念
は
す
な
は
ち

一
念

の

つ
も
り
な
り
。
そ
の
ゆ

へ
は
人

の
い

の
ち
は
日
々
に
け

ふ
や

か
き
り
と
お
も

ひ
、
時

々
に
た

玉
い
ま

や
を
は
り
と
お
も
ふ

へ
し
、
無
事
の

さ
か
ひ
は
、
む
ま
れ
て
あ

た
な
る
か
り
の
す

み
か
な
れ
は

(
中

略
)
、
た

エ
い
ま
に
て
も
ま

な
こ
と
ち
は

つ
る
も

の
な
ら
は
弥
陀

の
本
願
に
す
く
は
れ
て
極
楽

浄
土

へ
む

か
へ
ら
れ
た
て
ま

つ
ら
む

と
お
も
ひ
て
、
南
無
阿
弥

陀
仏
と
と
な
ふ
る
こ
と
は
、

一
念
無

上
の
功
徳
を
た
の
み
、

一

念
広
大
の
利
益
を
あ
る
く
ゆ

へ
な
り

。
し
か
る
に
い
の
ち
の
ひ

行
く
ま

x
に
は
こ
の

一
念

か
二
念
三
念
と
な
り
ゆ
く

こ
の
、

一

念

か
や
う
に
か
さ
な
り

つ
も
れ
は

一
時

に
も
な
り
二
時
に
も
な

り

(
下
略
)

と
示
し
て
あ
る
の
で
其
意
味
は
明
か
に
な
る
の
で
あ

る
。

親
鸞
の

「証
文
」

の
方
は
ど
う
か
と
云
う
と
、
本
願

の
名
号
を

聞
い
て
疑
わ
ざ
る
信
の

一
念
に
名
号
を
廻
向
せ
ら
れ
、
仏

の
御

こ

こ
ろ
に
摂
取
せ
ら
れ
る
か
ら
正
定
聚
に
住
す
る
、
正
定
聚
に
住
す
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る
か
ら
御
名
を
称
え
る
、
そ
れ
で
称
名
の
遍
数

の
定
り
は
な

い
、

命
終
ら
ん
ま
で
御
名
を
称
え
る
の
で
あ
る
。
故

に

一
念
で
な
く
て

は
と
云
う

の
で
も
多
念

で
な
く
て
は
と
云
う
の
で
も
な
い
。
今
こ

の
こ
と
を
実
証
す
る
と
、

「
証
文
」

に
、

闇
其
名
号
と
い
ふ
は
本
願

の
名
号
を
き
く
と

の
た
ま

へ
る
な
り

(中
略
)
信
心
は
如
来
の
御
ち
か
ひ
を
き

玉
て
う
た
か
ふ
ご

」

う
な
き
な
り

(
中
略
)

一
念
と

い
ふ
の
は
信
心
を
う
る
と
き
の

き
は
ま
り
を
あ
ら
は
す
こ
と
は
な
り
。

(中
略
)
廻
向
は
太
願

の
名
号
を
も

つ
て
十
方

の
衆
生

に
あ
た

へ
た
ま
ふ
御
の
り
な
り

(中
略
)
真
実
信

心
を
う
れ
は
す
な
は
ち
無
碍
光
仏
の
御
こ

乂

ろ
の
う
ち
に
榱
取

し
て
す
て
た
ま
は
さ
る
な
り
。
嬉
は
お
さ
め

た
ま
ふ
。
取
は
む

か
へ
る
と
ま
う
す
な
り
。

お
さ
め
と
り
た
ま

ふ
と
き
、
す
な
は
ち
、
と
き
日
を
も

へ
た
て
す
、
正
定
聚

の
く

ら
ゐ
に
つ
き
さ
た
ま
る
を
往
生
を
う
と
は
の
た
ま
へ
る
な
り
。

(肇

三

ポ
下
)

(前
略
)
念
仏

せ
ん
こ
と
、
い
の
ち
を
は
ら
ん
ま
て
と
な
り
。

十
念
三
念
五
念

の
も

の
も
む

か
へ
た
ま
ふ
と
い
ふ
は
念
仏

の
遍

数
に
よ
ら
さ
る
こ
と
を
あ
ら
は
す
な
り

(
具

九

)
、

と
見
え
て
い
て
、
両
書
は
取
扱
い
方
は
異

つ
て
も
、
そ
の
意
は
同

一
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

「
分
別
事
」
が
た

ゴ
い
ま
に
て
も
命
終
ら
ば
極
楽
浄
土

へ
む
か

え
ら
れ
る
と
思

つ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
は
、

一
念
に
あ

る

無
上
の
功
,徳
を
た

の
み
、
広
大
の
利
益

を
仰
ぐ
か
ら
で
あ
る
と
し

て
い
る
が
、
こ
れ
は

一
念
も
往
生
を
得

、
そ
の

1
driが
積

ん
で
多

念
と
な
る
も

の
で
あ

る
か
ら
、
多
念
も
往
生
を
得
を
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
要
す
る
に
そ
の
無
上
の
功
徳
、、
広
大
の
利
益
を
与
え
ら
れ

る
こ
と
を
た
の
み
得
る
か
否
か
に
か
玉

つ
て
く
る
。
そ
の
功
徳
利

益
と
は
即
ち
名
号

の
も

つ
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
た
の

み
仰
ぐ
と
は
名
号

の
力
を
た
の
む
も

の
で
あ

つ
て
即
ち
他
力
を
た

の
む
の
で
あ
る
。
故

に
他
力
を
た
の
む
も
の
は

一
念
も
往
住
を
得

る
が
、
然
ら
ざ
る
も

の
は
多
念
も
往
生
を
得
な
い
。
こ
れ
が
隆
寛

丶

の

「自
力
飽
力
事
」

に
念
仏

に
自
力
他

力
の
別
あ
る
こ
と
を
分
別

せ
ら
れ
た
所
以
で
あ
る
。
親
鸞
も
又
、

「証
文
」
に
他
力
を
た
の

み
、
本
願
名
号
の
力
を
仰
ぐ
こ
と
こ
そ
肝
要
で
あ
る
と
し
て
、

一

念
多
念
偏
執
と
否
と
は
畢
竟
他
力
を
た

の
む
か
否
か
に
あ
る
と
見

て
い
る
。
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こ
Σ
に
隆
寛
と
親
鷺

の
重
大
な
る
共
通
点
を
見
出
す
と
同
時
に

親
彎
が
隆
寛
を
先
輩
と

し
て
仰
ぎ
聖
覚
と
同
じ
よ
う
に
同
行
と
し

て
敬
慕
し
た
る
事
情
が
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
。

往

生

拾

因

の

研

究
平

井

義

孝

日
本
に
於
け
る
浄
土
教
は
、
法
然

の

一
宗
開
立
に
よ

つ
て
大
成

さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
浄
土
教
は
ど
の
よ
う
な

も

の
で
あ

つ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、

永

観
の

「往
生
拾
因
」

に
み
ら
れ
る
浄
土
教
思
想
を
考
え
て
み
た

の
で
あ
る
。

「往
生
拾
因
」

の
矛

一
因
に
、
称
名
の
功
徳
を
強
調

し
て
い
る
。

即
ち
、

「
弥
陀
名
号
中
即
彼
如
来
従
初
発
心
乃
至
仏

果
、
所
有

一
切
万

幺

、

行
万
徳
皆
悉
具
足
無
有
欠
減
。
非
唯
弥
陀

一
仏
功
徳
、
亦
摂
十

レ

ニ

一

二

一

二

方

諸

仏

功

徳

。

一
切

如

来

不
.離

阿

字

故

。

」

一

ソ

ζ

声

と
述

べ
、
弥
陀

の
名
号
は
阿
字
を
離
れ

な
い
か
ら
万
行
万
徳
を
具

足
す
る
と
説
く

の
で
あ
る
。
こ
の
阿
字

観
を
も

つ
て
弥
陀
の
名
号

の
功
徳
を
強
調
す

る
事
は
、
彼
が
未
だ
密
教
的
な
域
を
出
て

い
な

い
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
又
彼

の
特
色
あ
る
も

の
で
あ

る
。

矛
八
因
に
於
て
、

一
心
に
称
念
す
れ
ぼ
、
三
昧
発
得
の
故

に
必

ず
往
生
を
得
る
と
の
べ
、

「夫
諸
法
本
無
自
在
、
唯
是

一
心
所
作

。
流
転
生
死
心
染
相
、

'
[

一

趣
向
菩
提

心
浄
相
、
但
散
心
事
難
事

、
専
念
事
易
成
、
(
申
略
)

是

一
心
之
力
也
。
染
浄
諸
法
皆
以
如

是
、
往
生
浄
土
業
崔
不
微

乱

一
心
哉
。
」

一

と
言

つ
て
い
る
。
諸
法
は
も
と
よ
り
自
性
が
な
く
、
全
て

一
心
の

作
で
あ

つ
て
、
散

心
に
よ
つ
て
は

一
心
と
な
ら
な
い
か
ら
、
何
事

も
成
じ
が
た
く
、
専
念
は

一
心
を
得
る

か
ら
何
事
も
成
じ
や
す

い

の
で
あ
る
。
三
昧
を
発
得
し
て
達
成
せ
ら
れ
る
と
説
く
も
の
で
あ

る
。又

永

観
は
矛
八
因
に
、

「行
者
麋

蒭

纛

諸
煮

雄
願
等

念
仏

一
窕

散
躡.之

者
干
不

一
生
、
専
修
之
人
万
無

一
失
。
」

二

1

,
1

1

i,


