
『信
巻
』

に
於
け
る

二
師

の
引
文

徳

永

大

信

(一)

『信

巻
』
を
別
開
す
る
に
は
、
深
い
決
心
が
あ
り
、
そ
の
重
要
性
を

示
す
の
が
別
序
で
あ
る
。
主
と
し
て
法
然
門
下
の
問
題
を
背
景
に
お
き

な
が
ら

の
べ
ら
れ
、
と
く
に

『浄
土
論
』
の

一
心
の
華
文
に
よ

っ
て
、

信
心
の

一
心
で
往
生
す
る
明
証
を
得
た
の
で
あ
る
と
の
べ
て
あ
る
。

親
驚
聖
入
は
、
自
分
が
そ
の
心
を
明
か
す
に
先
だ

っ
て
、
ま
つ
信
心

と
い
う
も
の
を
ど
う
考
え
て
い
る
か
を
あ
げ
て
い
る
。

十
二
嘆
名

の
中
、
ま
ず
最
初
に
、
曇
鶯
犬
師
の

「
長
生

不

死

の
神

方
」
次

に
善
導
犬
師
の

「折
浄
厭
稜

の
妙
術
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
主
と
し
て
外
道
に
対
し
て

「
長
生
不
死
の
神
方
」
、
聖
道

門

に

対
し
て

「折
浄
厭
繊
の
妙
術
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ

う

に
、

『信
巻
』
の
叙
述
は
、
信
心
の
諸
徳
を
列
挙
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

こ
の
十

二
句
が

「
信
巻
」
の
最
初
に
述
べ
ら
れ
て
く
る
の
は
、
こ
れ
ら

の
語
句

の
明
証
と
し
て

「信
巻
」
は
編
集
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も

言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
歎
名
さ
れ
た
あ
と
、
三

一
問
答
の
前

に
は
、
か
な
り
の
長
文

の
引
文
を
出
し
、
曇
鷲
、
善
導

の
文
を
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な

く
と
も
、
三

一
問
答

の
前
提
と
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
ら
の
文
は
、
信
心
が
機
受

の
極
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
信
証
直
接

を
建
立
し
、
趣
入
の
要
が
信
心
に
あ
り
と
い
う

こ
と
を
示
し
、
浄
土
門

外
の
聖
道
門
、
外
道
な
ら
び
に
浄
土
異
流
に
対
向
す
る
も
の
と
な

っ
て

い
る
。

と
く
に
こ
こ
で
、
浄
土
異
流

の
多
く
が
、
善
導
、
法
然

の
念
仏
往
生

を
以
て
、
自
力

の
称
名
往
生
と
取

っ
て
い
た
の
で
、
あ
く
ま
で
も
、
信

心
よ
り
流
出
し
た
他
力
の
称
名

で
あ
る
こ
と
を
示
さ
ん
と
し
た
も
の
で

あ

っ
た
。
「化
巻
」

の
観
経
、
小
経
、

二
経

の
隠
顕
釈
が
、

三
心

の

一

異
に
つ
い
て
問

い
を
出
し
、
信
心
の
自
力
が
隠
顕
二
法
門

の
根
底
に
あ

る
こ
と
を
示
す

こ
と
を
見
て
も
知
ら
れ
る
。

し
て
み
る
と
、
『
教
行
信
証
』
の
四
法
組
織

は
、
「化
巻
」
所
明

の
自

力
の
要
真

二
門
を
批
判
せ
ん
と
す
る
に
あ
り
と
言
う
こ
と
が
出
来
、
前

五
巻
は
真
実
を
顕
す
巻
で
あ
り
、
第
六
化
身
土
巻
は
、
非
を
簡
ぶ
巻
と

印
度
學
佛
激
學
研
究
第
三
十
七
巻
第
二
號
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一
九

二

い
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
た
だ
単
に
、
方
便

の
巻
、
破
邪

の
巻
だ

と
解
釈
す

る
こ
と
は
、
必
ら
ず
し
も
妥
当
だ
と
言
え
な
い
。
如
来
の
摂

化
の
義
が
成
ぜ
ら
れ
、
聖
道

・
要

・
真

・
外
道
の
法
門
の
如
き
も
、
す
べ

て
真
実
法

に
入
ら
し
め
ん
と
す
る
権
用
門
の
義
を
成
ず
る
の
で
あ
る
。

「
信
巻
」
に
は
、
二
師
の
引
文
の
引
か
れ
た
あ
と
に
、
す
な
わ
ち
、

三

一
問
答

に
入
る
直
前

の
文
に
、

し
か
れ
ば
、
も
し
は
行
、
も
し
は
信
、
一
事
と
し
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄

願
心
之
廻
向
成
就
し
た
も
う
所
に
非
ざ
る
こ
と
無
し
。
因
な
く
し
て
他
の
因

の
有
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。
知
る
べ
し
。

と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
は
、
も
と
よ
り

『
往
生
論
註
』

の
所
説
に

基
く
も

の
で
あ
る
。

(
二
)

し
か
る
に
常
没
の
凡
愚
、
流
転
の
群
生
、
無
上
妙
果
の
成
じ
難
き

に
あ
ら

ず
、
真
実
の
信
楽
、
ま
こ
と
に
獲
る
こ
と
難
し
。
何
を
も
っ
て
の
故
に
、
乃

し
、
如
来
の
加
威
力
に
よ
る
が
故
な
り
、
ひ
ろ
く
犬
悲
広
慧
の
力
に
よ
る
が

故
な
り
。
た
ま
た
ま
浄
信
を
え
ば
、
こ
の
心
顛
倒
せ
ず
、
こ
の
心
虚
偽
な
ら

ず
、
こ
こ
を
も
っ
て
、
極
悪
深
重
の
衆
生
、
犬
慶
喜
心
を
得
、
諸
の
聖
尊
の

重
愛
を
獲
る
な
り
。

こ
れ
と
あ
き
ら
か
に
対
照
的
に
出
さ
れ
て
く
る
文
が
、
第
二
十
願
の

機
は
、
専
修
に
し
て
、
し
か
し
雑
心
な
る
も

の
は
、
「
犬
慶
喜
心

を

獲

ず
」
の
文

で
あ
る
。

犬
小
聖
入
、

一
切
善
入
、
本
願

の
嘉
号
を
以

っ
て
己
れ
が
善
根
と
す

る
が
故
に
、
信
を
生
ず
る
こ
と
能
わ
ず
と
決
釈
さ
れ
て
い
る
。
「信
巻
」

の
始
め
の
難
信

の
理
由
が
転
じ
て
、
そ
の
ま
ま
獲
信
の
理
由
と
な
る
こ

と
を
前
後
相
応
し
、
因
果
相
通
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
不
可
思
議
の
誓

願

の
徳
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「化

巻
」
は

「信

巻
」
と

対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

(三)

如
実
修
行
、

不
如
実
修
行
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
第
十
八
願
の
真
実

信
心
が
、
如
実
修
行
で
あ
る
な
ら
ば
、
第
二
十
願
の

「
植
諸
徳
本
、
至

心
廻
向
」
と
い
う
こ
と
は
、
不
如
実
修
行
と
い
う
べ
き
も

の
で
あ
り
、

し
た
が

っ
て
、
如
実
修
行
と
不
如
実
修
行
は
、

一
つ
の
信
心

の
二
面
を

顕
わ
す
も
の
で
あ
る
。
不
如
実
修
行
を
取
り
去

っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、

如
実
修
行
も
、
無
内
容
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
如
実

・
不
如
実
と
い
う

こ
と
が
あ

っ
て
、
そ
こ
に
果
遂
と
か
、
転
入
と

い
う
こ
と
が
言
え
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
か
す
た
め
に
、
親
驚
聖
入
は
、
「
化
身
土
巻
」

に
、
自
己
自
身
の
信
の
歴
程
を
明
示
さ
れ
て
い
る
。

天
親
は
、
そ
の
宗
教
的
体
験
を

一
心

の
語
を
も

っ
て
あ
ら
わ
し
、
曇

驚
は
、
そ
れ
を
う
け
な
が
ら
不
惇
で
あ
り
、
不

一
、
不
相
続
の
自
己
の

信
を
告
白
す
る
。

「化
身
土
巻
」
の
末
尾
に
は
、

長
々
と
外
道
批
判
と

そ
の
教
証
を
あ
げ

て
い
る
の
は
、
曇
鶯
に
よ
る
の
で
あ
る

と

も

言

え

る
。
長
生
不
死
と
い
う
言
葉
自
体
、
外
道
で
あ

る
が
、

こ
の
外
道
思
想
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の
根
幹
を
把
握
し
て
い
る
。

一
心
は
、
三
不
信
と
示
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
覚
さ
れ
た

一
心
で
あ

り
、
始

め
か
ら
、

一
心
と
い
う
の
で
な
く
、
三
不
信
の
翻
り
と
し
て
の

一
心
で
あ
る
。

こ
こ
に
始
め
て
、
曇
鷺
が
天
親

の
一
心
に
あ
わ
れ
た
と

表
現
さ
れ
る
。四

三
一
問
答

の
法
義
釈
の
問
答
を
、
親
鷺
聖
入
は
次

の
よ
う
に
要
約
さ

れ
て
い
る
。

信
に
知
ん
ぬ
、
「至
心
」
「信
楽
」
「欲
生
」
そ
の
こ
と
ば
こ
と
な
り
と

い
え

ど
も
、
そ
の
こ
こ
ろ
は
、
こ
れ
ひ
と
つ
な
り
。
何
を
以
っ
て
の
故
に
、
三
心

、
す
で
に
疑
蓋
雑
る
こ
と
な
し
、
故
に
真
実
の
一
心
こ
れ
を
金
剛
の
真
心
と

名
つ
く
、
金
剛
の
真
心
を
真
実
の
信
心
と
名
つ
く
。

真
実
の
信
心
は
必
ず
名
号
を
具
す
。
名
号
は
必
ず
し
も
願
力
の
信
心
を
具
せ

ざ
る
な
り
、
こ
の
故
に
論
主
、
建
め
に
我

一
心
と
言
へ
り
、
又
、
「如
彼
名

義
欲
如
実
修
行
相
応
故
」
と
の
た
ま
へ
り
。

こ
の
曇
鶯
犬
師
の
問
題
提
起
の
深
い
意
義
を
く
み
と
り
、
法
義
釈
に
結

嘆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
曇
鶯
犬
師
の

「
如
実
修
行
相
応
の
一

心
に
は
親
鷲
聖
入
自
身
も
強
く
心
を
ひ
か
れ
て
い
る
。

浄
土
は
、
い
か
し
て
、・
こ
の
世
に
悩
む
凡
夫
を
救
う
所
と
な
る
か
、

曇
驚
は
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
浄
土
は
本
願
の
世
界

で
あ
り
、
仏
力
に
住
持
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
広
説
し
て
い
る
。

曇
鶯
は
こ
れ
を
、
「称
名
憶
念
す
れ
ど
も
、
無

明
な
お
存
し
、
所

願

を

満
さ
ざ
る
も
の
」
と
解
説
し
て
、
そ

の
理
由
を
、
「如

来

は
、
是
れ
、

実
相
の
身
な
り
、
是
れ
為
物

の
身
な
り
と
知
ら
ざ
る
に
由
る
」
と
説
か

れ
、

こ
れ
に
よ
り
、
浄
土
も
ま
た

一
如
平
等
と
い
う
実
相
面
と
、

二
十

九
種
の
荘
厳
の
為
物

の
面
を
具
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
。

和
讃
に
は
、

論
主
の
一
心
と
説
け
る
を
ば
、
曇
驚
犬
師
の
み
こ
と
に
は
、
煩
悩
成
就
の
わ

れ
ら
が
、
他
力
の
信
と
の
べ
た
も
う

と
嘆
じ
て
あ
る
。

(
五
)

次
に
善
導
大
師
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
親
鶯
聖
入
が
、
伝
承
を
重
視

さ
れ
た
態
度
の
文
は
、
要
文

の
類
衆
が
主
で
あ

り
つ
つ
も
、
そ
の
態
度

の
う
ち
に
、
自
ら
な
る
信
の
必
然
的
な
論
理
発
展
と
い
う
も
の
が
存
在

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

信
心
の
内
容

・
心
相
に
関
し
て
善
導
犬
師
は
、
『
散
善
義
』

に
二

種

深
信
を
示
し
、

決
定
し
て
深
く
、
自
身
は
現
に
是
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
甑
劫
よ
り
己
来
、

常
に
没
し
、
常
に
流
転
し
て
出
離
の
縁
有
る
こ
と
な
し
と
信
ず

決
定
し
て
深
く
、
彼
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
は
、
衆
生
を
摂
受
し
、
疑
い

な
く
、
慮
り
な
く
、
彼
の
願
力
に
乗
じ
て
定
ん
で
往
生
を
得
と
信
ず

と
示
さ
れ
て
い
る
。
し

『
信
巻
』
に
於
け
る

二
師

の
引
文

(
徳

永
)
 

一
九
三
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一
九

四

機

の
深
信
よ
り
い
え
ば
、
自
身
は
絶
対
に
救
わ
れ
な
い
罪
悪

の
存
在

で
あ
り
、
無
有
出
離
之
縁
の
者
で
あ
る

一
面
と
、

一
方
、

如
来

の
本
願

を
頂
く
法
の
深
信
よ
り
い
え
ば
、
疑

い
な
く
、
慮
り
な
く
、
絶
対
に
彼

の
願
力

に
よ

っ
て
救
わ
れ
て
行
く
も
の
で
あ
る
。

相
漢
順
忍
師
に
よ
れ
ば
、
浄
土
真
宗

の
信
心
は
、
自
己
の
向
上
的
な

も
の
は
全
面
的
に
否
定
し
、
し
か
も
、
如
来

の
願
力
に
よ

っ
て
、
ま

っ

た
く
無
条

件
で
救
わ
れ
て
行
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
救
済
さ
れ
て
い
く

一
切
の
点

に
お
い
て
、
自
己
否
定
を
す
る
態
度
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ

る
と
言
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
犬
経
深
信
と
し
て
、
常
に
諸
仏
の
春
嵯
と

し

て
具

現

し
、
そ
れ
が
聖
典

の
態
を
と

っ
て
、
教
法
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

救
済
す
る
如
来

の
意
志

の
具
体
的
な
表
示
で
あ
る
教
法
こ
そ
、
聖
典
で

あ
る
。
そ

の
聖
典
に
対
す
る
態
度
は
、
随
順

の
態
度
と
な
る
。
善
導
犬

師
が
、

唯
、
仏
語
を
信
じ
て
、
身
命
を
顧
み
ず
、
決
定
し
て
行
に
依

っ
て
、
仏
の
捨

て
し
め
た
も
う
も
の
は
即
ち
捨
て
、
仏
の
行
ぜ
し
め
た
も
う
も
の
は
即
ち
行

ず
、
仏
の
去
ら
し
め
た
も
う
処
を
ば
、
即
ち
去
る
。
是
れ
を
仏
教

に
随
順

し
、
仏
意
に
随
順
す
と
名
く
、
是
れ
を
仏
願
に
随
順
す
と
名
く
、
是
れ
を
真

仏
弟
子
と
名
く

と
あ
り
、

こ
の
態
度
こ
そ
、
自
力
作
善
を
徹
底
的
に
否
定
す
る
態
度

で

あ
る
と

い
う
べ
き

で
あ
る
。
教
法
の
前
に
無
私
の
態
度
を
以
て
、
そ
の

語
る
所
を
静
か
に
領
納
し
、
そ
れ
に
随
順
す
る
。
ま

っ
た
く
自
己
の
計

ら
い
を
は
な
れ
、
教
法
自
身

の
顕
現
を
受
領
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。

(六)

「
化
巻
」
の
三
願
転
入
の
文

に
よ
る
と
、
今
、
特
に
選
択
の
願
海
に

転
入
し
た
の
は
、
ま

っ
た
く
、
論
主

(天
親
)
、
宗
師

(善

導
)

の
勧

化
で
あ

っ
た
こ
と
。
教
法
に
よ

っ
て
、
調
熟
さ
れ

つ
つ
あ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
機

の
味
道

の
内
容
か
ら
い
え
ば
、
教
法
自
体
の
自
己
発
展
と

見
る
べ
き
で
あ
る
。

か
か
る
立
場
に
立
つ
時
、
不
動

の
確
信
を
以

っ
て

『
教
行
信
証
』
の

改
点
例
が
な
さ
れ
、
そ
れ
は
、
単

に
流
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
深
い
統

一
連
関
を
共
に
、
そ
こ
に
は
、

一
定

の
論
理
の
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

そ
の
意
味
で
、
『
教
行
信
証
』
は
、
御
自
釈

の
部
分
だ

け

が
、
親
鶯

の
文
で
は
な
く
、
引
文
全
体
が
自
己
の
思
想
大
系
を
示
す
御
自
釈
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。

親
鷲
聖
入
が
、
七
祖
聖
教
引
用
に
あ
た

っ
て
、

一
連

の
文
を

『
教
行

信
証
』
の
前
五
巻
の
真
実

の
巻

に
引
用
さ
れ
る
場
合
、
中
間
を
乃
至
し

て
、
そ
の
部
分
だ
け
を
特
に

「化
身
土
巻
」
に
引
用
し
て
、
方
便
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

七
祖
聖
教
引
用
の
う
ち
、
そ

の
顕
著
な
も
の
は
、
『
散

善

義
』

の
三

心
釈

の
引
文
で
あ
る
。
「
信
巻
」
で
乃
至
さ
れ

「
化
巻
」
に
引
用

さ

れ
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て
い
た
り
、
「信
巻
」
「
化
巻
」
両
方
に
引
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

そ
れ
は
、
深
信
釈

の
観
経
深
信
と
弥
陀
経
深
信
と
で
あ
り
、
観
経
深

信
は
、
「信
巻
」
と

「
化
身
土
巻
」
に
引
用
さ
れ
て
、
弥
陀
経
深

信

は

「
信
巻
」
で
は
観
経
深
信
と

一
連

に
引
か
れ
て
い
る
。

こ
れ

は
、
親
鷲
聖
入
自
身
、

こ
の
両
経
に
は
、
真
実
、
方
便
両
様
の

見
方
が
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
巻
に
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

善
導
犬
師
で
は
、

一
連

の
文
と
さ
れ
て
い
た
も
の
の
中
か
ら
自
力
心

の
間
雑
す
る
も

の
は
、
「
化
巻
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
改
点
の
中
、
約
生
の
文
を
約
仏

の
文
に
改

点

さ

れ

る
。

『論
註
』
の
引
文
で
五
念
門
行
は
、
行
者
の
行
ず
る
行
で
あ
る
の
を
、

約
仏
に
改
点
し
、
法
蔵
菩
薩

の
行
と
さ
れ
て
い
る
。

菩
薩
は
、
四
種
の
門
に
入
り
て
自
利
の
行
成
就
し
た
ま
へ
り
、
知
る
べ
し
、

菩
薩
は
、
第
五
門
に
出
て
、
廻
向
利
益
他
の
行
成
就
し
た
ま
へ
り
と
知
る
べ

し

と
あ
る
よ
う
に

『
論
註
』

の
引
文
に
は
こ
の
例
が
多
い
。

ま
た
、
善
導
犬
師
の

『
散
善
義
』
『往
生
礼
讃
』
の
引
文

に
も
、
同

一
方
針

の
も
の
が
多
い
。
多
く

「須
」
の
字
は

「
す
べ
か
ら
く
…
…
す

べ
し
」
と
読
む
の
に
、
「す
べ
か
ら
く
」
を

「
も
ち
い
る
」
と
読
ま
せ
、

約
仏
の
文
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

『
教
善
義
』
の
至
誠
心
釈
の

す
べ
か
ら

一
切
衆
生
、
身
口
意
業
の
所
修
の
解
行
は
、

須

く
真
実
心
中
に
作
す
べ
き

こ
と
を
明
さ
ん
と
欲
う

の
文
を
、
「
信
巻
」
に
は
、

一
切
衆
生
、
身
口
意
業
の
所
修
の
解
行
、
必
ず
真
実
心
の
中
に
作
し
た
ま
へ

も
ち

る
を
須
い
ん
こ
と
を
明
さ
ん
と
欲
う

と
改
点
し
て
あ
る
。
同
様

の
こ
と
が
、
「信
巻
」
は
、

凡
そ
施
し
給
う
所
、
趣
求
を
な
す
、
亦
皆
真
実
な
り

と
改
点
し
、
施
為
と
趣
求
は
、
利
他
を
自
利

を
示
す
と
い
う

一
般
的
用

語
例
で
は
な
く
、

如
来
廻
向
の
行
を
以
て
衆
生
趣
求
の
行
と
な
す
意
味

と
さ
れ
て
い
る
。

(七)

以
上
、
自
力
心
に
よ

っ
て
修
す
る
と
説
く

も
の
は
、
す
べ
て
権
仮
方

便
と
し
、
約
仏

の
改
点
を
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
如
来
廻
向
の
も
の
と

示
さ
れ
た
。
そ

の
こ
と
に
よ

っ
て
明
か
さ
れ

る
こ
と
は
、
衆
生
の
自
力

作
善

の
否
定
で
あ
り
、
同
時
に
そ

の
改
点
に
よ

っ
て
、
衆
生

の
罪
悪
の

深
さ
を
示
す
文
と
な

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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