
に

ふ

れ

、

智

恵

の

し

ぐ

れ

に
会

う

様

に

ま

で
、

ま

こ

と

に
不

思

議

な

色

を

そ

え

、

次

第

に
弥

陀

に

そ

ま

る
様

に

な

る

の

は

、

法

然

上

人

の
真

の
姿

な

の

で

あ

る

。

大

我

の

研

究

(
近
世

の
浄

土

宗

に
於

け

る
信

仰

運

勦
批

判
)

山

田

啓

隆

江
戸
時
代
に
お
け
る
浄
土
宗
は
、
幕
府
の
優
遇
と
政
僧
の
活
躍

に
ょ

つ
て
寓
宗
的
地
位
か
ら
先
進
諸
宗

の
班
列
に
加
わ
り
得
る
、教

団

に
ま

で
発
展
し
た
。

し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま

で
制
度
乃
至
組
織

と
し
て
教
団
で
あ

つ

て
、
法
然
の
意
を
汲
む
専
修
念
仏

の
同
信
同
行
的
信
仰
教
団
と
し

て
で
は
な
か

つ
た
。
し
か
も
内
に
は
、
徳
川
家
と
の
師
檀
関
係
の

緊

張
を
如
何

に
し
て
持
続
す
る
か
と
い
う
問
題
と
色
衣
を
ま
と

つ

て
貴

紳
に
近
づ
か
ん
と
す
る
世
俗
化
と
そ
し
て
檀
家
制
度

の
確
立

に
よ

つ
て
、
僧
侶
は
著
し
く
堕
落
し
た
の
で
あ
る
。

特
に
浄
土
宗
の
場
合
、
致
命
的
で
あ

つ
て
、
所
謂
法
然
の
専
修

念
仏
の
喪
失
と
い
う
問
題
を
か

丶
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
中

に
あ

つ
て
、
二
種

の
信
仰
運
動
、
実
践
運
勤
が
教
団

の

下
層
部

に
、
し
か
も
地
方
か
ら
勃
興
し

て
き
た
の
で
あ
る
。

一
つ
は
当
時
の
寺
院
が
俗
化
し
て
い
る
の
を
慨
歎
し

て
俗
塵
の

い
た
ら
な
い
静
閑
の
地
に
道
場
を
設
け

て
、
仏
制
を
守
り
念
仏
修

　

行
に
専
入
し
て
、
も

つ
て
宗
祖
の
恩

に
報
い
ん
と
す
運
動

ー

捨

世
派い

ま

一
つ
は
僧
侶
に
し
て
戒
律
を
守

る
も

の
が
少
く
、
著
し
く

僧
風
が
堕
落
し
て
き
た
の
を
慨
歎
し
て
、
と
く
に
仏
制
の
律
義
を

復
興
せ
し
あ
ん
と
し
た
運
勤

,ー
ー
興
律
派
と
が
あ
る
。

前
者
は
新
念
仏
運
劫

で
あ
り
、
後
者
は
念
戒

一
致
と
云
う
べ
く

と
も
に
理
論
で
な
く
実
践
で
あ
る
。
し
が
も
捨
世
派
は
形
式
的
に

教
団
の
確
立
が
進
め
ら
れ
て
き
た
時
期

に
発
生
し
、
興
律
派
は
教

団
が
安
定
し
僧
侶

の
生
活
も
よ
う
や
く
安

逸
放
堕
に
溺
れ
て
き
た

時
に
典

つ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
れ
ら
の
信
仰
運
動
は
そ

の
発
生
よ
り
み
て
、
宗
門
警
覚

の
意
義

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

捨
世
派

の
新
念
仏
運
動
は
戦
国
末
の
称
念
よ
り
始
ま
り
、
数
多

く
の
学
僧

の
中
で
無
能

の
如
く
持
戒
念

仏
の
興
律
の
僧
も
あ
つ
て

と
く
に
仏
鰯

の
律
儀
を
復
興
せ
し
め
ん
と
ず
る
運
勳
と
も
接
近
し
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き

た
。

さ
て
大
我
は
、
普
寂
及
び
そ
の
徒
と
云

つ
て
い
る
興
律
派
の
人

々
に
対
し

て

一
、
普
寂
及
そ
の
徒
は
比
丘
と
祢
す
る
が
比
丘
で
な
く
、
如
来

随
宣

の
意
趣
を
知
ら
ず
し
て
、
諸
経
の
相
違
過
失
を
探
し
で

諸
法
の
中

に
お
い
て
心
疑

つ
て
信

ぜ
ず
、
自
ら
知
る
処
を
以

つ
て
他

の
経
法
を
非
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
諸
仏
を
毀
謗

す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
地
獄
に
璽
す
べ
き
仏
教
敵
祖
灘
で
あ

る
。

二
、
盲
、
蛇
に
畏
れ
ざ
る
が
如
く
、
漫
り
に
略
疏
を
読
し
て
以

つ
て
玄
趣
を
晦
り
、
泥
を
金
屏
に
塗
つ
て
妙
画
を
失
う
に
似

た
り

の
行
為
を
す
る
も

の
が
多
い
。

三

、
普
寂
及
そ
の
門
人
達
は
、
浄
土
経
大
釈
義
に
堕
順
し
な
い

等

々
を
あ
げ
て
批
判
し
て
い
る
。

し

か
し
普
寂
等

の
輿
律
派

の
・勁
き
は
、
も
と
も
と
教
団
の
下
層

部
か
ら
お
こ
り
、
心
あ
る
僧
に
支
持
さ
れ
、
と
か
く
世
間
に
背
を

向
け

よ
う
と
し
た
形
式
主
義
教
団
を
、

一
般
社
会
か
ら
全
く
浮
び

上
ら
せ
て
し
ま
わ
な
い
役
割
を
果
し
て
き
た
点
は
、
革
薪
的
な
性

格
を
も

つ
て
い
た
と
十
分
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
丶
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
如
法
修
行
し
た
と
は

云
え
、
大
我
の
考
え
は
余
り
に
も
官
学

を
中
心
と
す
る
壇
林
的
で

あ

つ
て
、
す

べ
て
こ
れ
は
天
下
国
冢
の
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

勿
論
宗
学
に
お
い
て
は
、
普
寂

の
如

く
華
厳
思
想
を
以

つ
て
天

台
に
同
せ
し
め
る
こ
と
な
く
、
よ
く
諸

法
実
相
の
玄
底
を
叩
き
得

た
。
そ
の
故
に
絶
対
他
力
の
真
宗
教
団
か
ら
脱
し

て
、
専
修

念
仏

の
浄
土
教
団
に
帰
入
し
た
契
機
は
、
即

ち
実
践
行
為
に
あ
る
の
で

あ
つ
て
、
実
践
を
重
じ
た
る
結
果
、
漸
修
的
な
態
度
を
外

に
し
て

は
何
ら
の
法
門
を
も
認
め
得
な
い
と
云
う

事
も
な
か
つ
た
。

i

し
か
し
檀
林
教
学
派

の
反
動
と
し
て
"

在
野
に
お
い
て
活
溌
に

4ら

展
開
さ
れ
て
き
た
反
檀
杯
教
学
活
勁
の

一
端
と
し
て
の
、
普
寂
を

「

含
め
た
興
律
派
の
活
勁
も
、
借
し
む
ら
く

は
そ
の
運
動
が
と
も
す

れ
ば
、
時
間
的
に
雨
垂
れ
式

で
、
空
間
的

に
は
局

堀
的
で
あ
つ
た

為
に
、
組
織
的
な
成
長
を
と
げ
る
こ
と
も

な
く
、
且
つ
教
団

の
体

貴
を
改
革
す
る
よ
う
な
勢
力
に
ま
で
は
い

た
ら
な
か
つ
た
が
、
し

か
し
教
団

の
末
端
部

に
あ

つ
て
、

一
般
社

会
と
関
係
を
も
ち
な
が

ら
、
浄
土
宗
の
庶
民
性
を
な
く
さ
な
い
よ
う
に
し
た
点
は
、
近
世

浄
土
宗
を
探
ぐ
る
上
に
お
い
て
注
目
に
価

い
す
る
こ
と
が
ら

で
あ

る
。


