
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
四
巻
第
二
号

平
成
八
年
三
月

歎
異
抄
第
九
条
の
研
究

一
九

八

西

田

真

因

緒

言

私

は

い
ま

ま

で
、
第
四
十
三
回
学
術
大
会
に
お
い
て

「歎
異
抄
師

訓
篇
八
箇
条
説
の
創
唱
」、
第
四
十
四
回
学
術
大
会
に
お

い
て

「歎
異

抄

の
第
十
番
目
の
条
の
問
題
」、
そ

し

て
昨
年
の
第
四
十
五
回
学
術
大

会
に
お

い
て

「歎
異
抄
第
八
条
の
研
究
」
を
発
表
し
て
き
た
。
こ
れ
ら

は
歎
異
抄
の
師
訓
篇
は
第

一
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
八
箇
条
で
あ
る
と

い
う
私

の
師
訓
篇
八
箇
条
説
の
主
張
と
そ
れ
に
関
連
し
た
考
察
で
あ

っ

た
。
今
回
は
第
九
条
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
が
、
や
は
り
師
訓
篇
八
箇

条
説

の
主
張
と
そ
れ
に
関
連
し
た
考
察
で
あ
り
、
そ
の

一
連

の
考
察

の

最
後
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
誓
源
寺
円
智
以
来
の
通
説
は
第

一
条
か

ら
第
十
条
の
最
初
の

一
文
ま
で
を
師
訓
篇
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
私
は

第
八
条
ま
で
を
師
訓
篇
と
す
る
の
で
、
第
九
条
は
師
訓
篇
に
は
入
ら
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
第
九
条
は
歎
異
抄
構
成
上
ど
う
い

う
位
置
と
し
て
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。
今
回
は
そ

の
構
成
上
の
問
題
を
内
容
の
問
題
と
も
絡
め
な
が
ら
考
察
し
て
み
た
い

と
思
う
。

第

一

構

成

上

の
問
題

第
九
条
の
構
成
上
の
位
置
を
は
じ
め
に
結
論
的
に
言
え
ば
、
第
九
条

は
師
訓
篇
の

「後
序
」
で
あ
る
。
申
す
ま
で
も
な
く
、
後
序
と
は
本
文

の
最
後
に
記
さ
れ
る
も

の
で
あ

っ
て
、
歎
異
抄
と
い
う
著
書
の
中
間
に

後
序
が
あ
る
と
い
う
の
は
お
か
し
い
と
い
う

こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る

が
、
歎
異
抄
は
誓

源
寺

円

智

師
が

「初
十
箇
条
直
示
聖
人
法
語
」
と

「後
八
箇
条
述
滅
後
異
義
」
と
に
二
分
し

(『
歎
異
抄
私
記
』
〔寛
文
二
年

.

一
六
六
二
年
刊
〕)、

香
月
院
深
励
師
が

「初
十
章

ハ
正
明
師

ノ
直
説
」

「後
八
章

ハ
広

ク
破
異
顕
正
」
と
に
二
分
し

(『歎
異
紗
講
義
』
〔享
和
元

年

・
二
八
〇
一
年
講
義
〕)、
妙
音
院
了
祥
師
が

「私
の
科
目
、
初
十
章
が

師
訓
を
出
し
、
後
八
章
が
異
義
を
誠
む
と
し
て
」、
「初
の
祖
訓
十
章
」
.

「後
八
章

に
誠
異
義
」、
「
祖
訓
の
十
条
」
・
「
垂
誠

の
八
条
」
(七
九
頁
)、

「
師
訓
十
章
」
・
「
垂
誠
八
章
」

(
一
二
五
頁
)
等

々
に
二
分
し

(『歎
異
抄

聞
記
』
〔天
保
十
二
年

・
一
八
四
二
年
～
天
保
十
三
年

・
一
八
四
二
年
講
義
〕)

692



た
の
が
始
ま
り
で
、
歎
異
抄
は
師
訓
篇
と
異
義
篇
と
に
大
別
さ
れ
る
の

が
慣

例
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
も
、
師
訓
篇
の
第

二
条
と
異
義
篇

の
第

二
条
、

師
訓
篇

の
第
二
条
と
異
義
篇
の
第
二
条
と
い
う
よ
う
に
師
訓
篇

と
異
義
篇
と
が
逐
条
的
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
の
が
妙
音
院
了
祥
師

『歎
異
抄
聞
記
』
の
考
え
方
で
あ
る
が
、
近
代
に
な

っ
て
近
角
常
観
師
は

こ
の
説
を
大
い
に
顕
彰
さ
れ
、
そ
の
門
下
か
ら
師
訓
篇
と
異
義
篇
と
を

対
応
さ

せ
た
歎
異
抄
が
編
纂
刊
行
さ
れ
て
い
る

(阿
刀
田
令
造
編

『前
後

照
応
歎
異
抄
』
〔大
正
十
五
年

・
二
九
二
六
年
刊
〕)。
私

は
師
訓
篇

と
異
義

篇
と
が
す
べ
て
逐

一
対
応
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
考
え
る
が
、
し

か
し
、

師
訓
篇
と
異
義
篇
は
対
応
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
に
は
賛
同

す
る
。

し
か
し
、
私
の
場
合
は
、
逐
条
的

に
で

は
な
く

師
訓
篇
八
箇

条
、
異
義
篇
八
箇
条
と
い
う
形
で

「八
」
と

「
八
」
と
が
数
的
に
総
体

と
し
て
対
応
し
て
い
る
と
見
る
。
し
た
が

っ
て
、
師
訓
篇
の

「
後
序
」

と
い
う

こ
と
を
構
想
し
て
も
お
か
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
と

言

っ
て
も
師
訓
篇
と
異
義
篇
に
そ
れ
ぞ
れ
前
序
と
後
序
が
整
合
的
に
置

か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
歎
異
抄
自
体
が
全
体
と
し
て

一
編

の
著
書
と
し
て
最
終
的
に
は
編
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
現

行
の
歎

異
抄
の
前
序
は
師
訓
篇
の
前
序
で
あ
る
と
同
時
に
全
体

の
前
序

で
も
あ
り
、
ま
た

「右
条
々
は
」
以
下
の
後
序
は
異
義
篇
の
後
序
で
あ

る
と
同
時
に
全
体

の
後
序
に
も
な

っ
て
い
る
。
も
し
形
式
的
に
言
う
と

す
れ
ば
、
異
義
篇
の
前
序
は
独
立
し
て
い
る
が
、
後
序
は
異
義
篇
の
後

序
と
全
体
の
後
序
と
が
重
複
し
、
ま
た
師
訓
篇
で
は
前
序
が
全
体
の
前

歎
異
抄
第
九
条

の
研
究

(
西

田
)

序
と
重
複
し
、
後
序
は
独
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
師
訓
篇
の
第

二
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
記
述
が
質
問
な
し
に

い
き
な
り
親
鸞
聖
人
の
御
述
懐
を
述

べ
る

と

い
う
形
で

一
貫
し
て
い

る
の
に
対
し
、
こ
の
第
九
条
は
唯
円
大
徳
の
質
問
が
初
め
に
あ
り
、
そ

の
質
問
に
応
え
る
形
で
親
鸞
聖
人
の
教
示
が
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
第

一
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
前
八
箇
条
と
こ
の
第
九
条
は
叙
述

形
式
の
上
で
も
形
態
的
に
違

っ
て
い
る
。
こ
の
相
違
は
何
に
由
来
す
る

の
か
。
こ
の
相
違
は
唯
円
大
徳
が
そ
の
編
集
時
に
お
い
て
、
現
行
の
第

九
条
の
内
容
を
も

っ
た
も
の
を
、
こ
こ
に
位
置
づ
け
よ
う
と
意
志
さ
れ

た
そ
の
編
集
意
識
と
関
係
し
て
い
る
も
の
と
推
測
し
う
る
。
つ
ま
り
、

第

一
条
か
ら
第
八
条
ま
で
並
べ
ら
れ
た
と
き

の
編
集
意
識
と
は
別
の
編

集
意
識
が
は
た
ら
い
て
い
た
も
の
と
私
は
考

え
る
。
そ
れ
は
第

二
条
か

ら
第
八
条
ま
で
を

一
括
し
て
ま
と
め
る
こ
と
の
で
き
る
意
味
位
相
と
は

ち
が

っ
た
意
味
位
相
で
こ
の
第
九
条
の
内
容

を
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
は
第
十
条
ま
で
を
師
訓
篇
と
し
て

一
括
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
意
味
位
相

の
落
差
が
見
え
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
第
九
条
の
意
味
内
容
の
問
題
に

入
る
こ
と
な
の
で
次
の
章
で
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
と
に
か
く
構
成
上

の
問
題
と
し
て
は
、
以
上
の
意
味
で
、
私
は
第
九
条
は
師
訓
篇

の
後
序

的
性
格
を
も

っ
た
条
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。

第

二

内
容

上

の
問

題

一
九
九
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歎
異
抄

第
九
条

の
研
究

(西

田
)

二
〇
〇

第
九
条
の
冒
頭
は
、
「念
仏
ま
う
し
さ
ふ
ら

へ
ど

も
、
踊
躍
歓
喜
の

こ
玉
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
ゝ
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
し
か
ば
、」
と
い
う

よ
う

に
唯
円
大
徳
の
親
鸞
聖
人
に
対
す
る
信
仰
上
の
質
問
か
ら
始
ま

っ

て
い
る
。
こ
れ
は
形
態
的
に
は
先
に
見
た
よ
う
に
、
第

一
条
か
ら
第
八

条
ま
で
に
は
な
か

っ
た
形
態
で
あ
る
。
師
訓
篇
十
箇
条
説
を
と
る
人
び

と
は
、

そ
の
十
箇
条
の
う
ち
で
こ
の
第
九
条
だ
け
が
な
ぜ
質
問
か
ら
始

ま
る
の
か
と
い
う
、
そ
の
特
異
性
に
つ
い
て
何
ら
か
の
説
明
を
な
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
従
来
は
第
三
条
の
末
尾
の

「
と
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
。
」

と
第
十
番
目
の
条
の
冒
頭
第

一
文
の
末
尾

「
と
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
。
」

と
の
同

一
形
態
性
に
つ
い
て
の
み
関
心
が
は
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
私
に

は
む
し
ろ
、

こ
の
質
問
形
式
か
ら
始
ま
る
と
い
う
第
九
条
の
特
異
性
こ

そ
重
大
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
に
か
く
、
私
は
こ
の
第
九
条
を

師
訓
篇

の
後
序
と
し
て
考
え
る
の
は
、
そ
の
よ
う
に
質
問
か
ら
始
ま
る

と
い
う
形
態
上
の
相
違

の
と
こ
ろ
に
、
じ
つ
は
編
集
上
の
大
き
な
落
差

を
感
ず

る
か
ら
で
あ
る
。
前
回
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
第
八
条
で
歎
異

抄
の
思
想
は
極
点
に
ま
で
達
し
て
お
り
、
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
も
は
や

そ
の
上

に
何
も

つ
け
く
わ
え
る
必
要
が
な
い
。
も
し
、
師
訓
篇
十
箇
条

と
い
う

こ
と
で
第
九
条
も
編
集
上
に
お
い
て
師
訓
篇
に
入
れ
て
し
ま
う

と
す
れ
ば
、
第
八
条
の
信
仰
的
境
位
の
究
極
性
の
次
に
第
九
条
の
質
問

が
く
る
と
い
う
の
は
い
か
に
も
編
集
上
唐
突
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
第
八

条
ま
で
の
師
訓
篇
と
第
九
条
と
は
編
集
上
別

の
意
味
位
相
が
あ
る
と
考

え
れ
ば
、
そ

の
唐
突
感
は
消
え
る
。

第
九
条
冒
頭

の
質
問
内
容
は
、

「念
仏
ま
う
し
さ
ふ
ら

へ
ど
も
、

踊

躍
歓
喜

の
こ
玉
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
ゝ
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
い
う
も
の
で
、
唯
円
房
の
体
験
の
事

実
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第

二
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
師
訓
篇
に

お
い
て
、
師
訓
を

「
と
云
々
」
の
と
こ
ろ
に
正
座
し
て
静
か
に
聞
思
し

て
い
た
唯
円
房
が
そ
の
聞
思
の
体
験
の
事
実

を
こ
の
よ
う
な
言
葉
に
よ

っ
て
表
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
第

一
条
か
ら
第
八

条
ま
で
を
黙

っ
て
聴
聞
し
て
い
た
唯
円
房
が
そ

の
自
分
の
聞
い
た
結
果

の
事
実
を
表
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
第

一
条
か
ら
第

八
条
ま
で
の
唯
円
房
と
こ
の
第
九
条
の
唯
円
房
と
は
ま
る
っ
き
り
違

っ

て
い
る
。
ひ
た
す
ら
教
え
を
聞
い
て
い
た
唯
円
房
が
こ
こ
で
は
、
そ
の

聞
い
た
教
え
と
自
分
の
心
の
事
実
と
の
あ
い
だ
の
あ
ま
り
の
落
差
と
矛

盾
に
苦
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
心
の
事
実
を
親
鸞
聖

人
の
前
に
投
げ
出
し
て
、
そ
の
心
的
体
験
の
事
実
の
信
仰
的
な
解
明
を

請
う
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
ま
さ
に
唯
円
房
の
姿
勢

が
こ
こ
で

一
変
し
て
い
る
。
こ
れ
が
第

一
の
指
標
。

次
に
、
親
鸞
聖
人
の
応
答
も
ま
た
存
在
論
的
な
意
味
に
お
い
て
総
括

的
な
答
え
と
な

っ
て
い
る
。
親
鸞
聖
人
の
応
答
は
次
の
よ
う
に
な

っ
て

い
る
。
「よ
く
〉

案
じ
み
れ
ば
、
天
に
お
ど
り
、
地
に
お
ど

る

ほ
ど
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に
、

よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
と
を
よ
ろ
こ
ば
ぬ
に
て
、

い
よ
〉

往
生
は

一

定
と
お
も
ひ
た
ま
ふ
べ
き
な
り
。
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き

こ
ゝ
ろ
を
さ

へ
て
、

よ
ろ
こ
ぼ
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
〉

た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
。」
と

い
う

二
見
誰
弁
的

な
論
理
を
言
わ
れ
る
。
と

こ
ろ
が
、
こ
こ
に

は
明
確
に

〈本
願
の
論

理
〉
す
な
わ
ち
真
宗
の
救
済
の
論
理
が
き
わ
め
て
論
理
的
に
展
開
さ
れ

て
い
る

の
で
あ
る
。

質
疑
応
答
の
中
に
展
開
し
て
い
る
論
理
を
見
て
み
る
と
、
求
道
心
と

し
て
の
自
己
は
浄
土

へ
往
く
た
め
に
教
え
を
聞
い
て
い
る
の
に
自
分
の

心
を
み
る
と
決
し
て
す
ぐ
浄
土

へ
往
き
た
い
と
い
う
心
は
な
い
、

つ
ま

り
往
き
た
い
け
れ
ど
も
往
き
た
く
な
い
と
い
う
自
己
矛
盾
が
存
在
し
て

い
る
。
そ
れ
で
、
唯
円
房
は
、
こ
の
自
己
矛
盾
を
ど
の
よ
う
に
し
て
突

破
す
る
か
と
い
う
求
道
上
の
課
題
に
つ
き
あ
た

っ
て
困
惑
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
師

へ
の
質
問
と
な

っ
た
。
こ
の
質
問
は
、
或
る
意
味
で
は
い

ま
ま
で
聞
い
て
き
た
こ
と
を
台
無
し
に
す
る
よ
う
な
質
問
で
あ
る
。
し

か
し
、
自
分
の
つ
き
あ
た
っ
て
い
る
求
道
上
の
正
直
な
事
実
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
断
崖
か
ら
飛
び
下
り
る
よ
う
な
覚
悟
で
、
自
己
を
投
げ
出
し

て
質
問
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
親
鸞
聖
人
は
自
分
も
そ
う
で
あ

っ
た

と
ま
ず

そ
の
自
己
矛
盾
に
困
り
果
て
て
い
る
唯
円
房
の
心
を
優
し
く
受

け
容
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
を

〈本
願
の
論
理
〉
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
。
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ま
ず
、
「
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
ゝ
ろ
を
を
さ

へ
て
、
よ
ろ
こ
ば

せ
ざ
る
は

煩
悩
の
所
為
な
り
。」
と
し

て
唯
円
房
の
事
実
に
表
現
を
与
え
、
そ
し

て

「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
〉

た
の
も
し
く
お
ぽ
ゆ
る

な
り
。」
と
言

わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
第

一
段
階
で
は
、
唯
円
房
の
い

そ
い
で
浄
土

へ
往
き
た
い
と
い
う
心
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
む
し
ろ
往

き
た
く
な
い
と
い
う
心
は

〈
煩
悩
〉
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
。
次
の
第

二
段
階
で
は
、
阿
弥
陀
仏
の
側
を
提
示

し
、
阿
弥
陀
仏

は
そ

う

い
う

〈
わ
た
く
し
〉
ど
も
の
本
質
を
み
そ
な
わ
し

て
、
仏

の
方
か
ら
そ
う
い
う

〈わ
た
く
し
〉
ど
も
の
総
体
を

「煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
と
言
わ
れ
る
の
で

あ
る
、
と
言

わ
れ
る
。
「煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
と
い
う
言
葉

は
、
凡
夫

を
省
み
て
自
己
を
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
言

っ
て
い
る

の
で

は
な
く
、

「煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
と

い
う
言
葉
は
、
じ

つ
は
阿
弥
陀
仏
の
御
言
葉

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
段
階
で
は
、
阿
弥
陀
仏
の

本
願
は
そ
う

い
う

「煩
悩
具
足

の
凡
夫
」
を
救
う
本
願
で
あ
る
と
本
願

の
意
義
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
四
段
階
で
は
、
だ
か
ら
浄
土
往
生

は
間
違
い
な
い
の
だ
と
結
論
さ
れ
る
。
こ
の

〈救
済
の
論
理
〉
は
単
に

第
九
条
の
論
理
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
実
は
歎
異
抄
全
体
に
通
底

し
て
い
る

〈救
済
の
論
理
〉
で
あ
る
。

こ
の
質
疑
応
答
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
何
時
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
ろ
う

か
。
妙
音
院
了
祥
師
は
歎
異
抄
第
二
条
に
書
き
記
さ
れ
た
情
景

は
善
鸞

三
〇

一
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二
〇
二

義
絶
事
件
と
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
が

正
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
建
長
八
年

(
一
二
五
六
年
)
で
親
鸞
聖

人
八
十
四
歳

の
時
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
唯
円
房
も
関
東
か
ら
遥

々
と

十
余

力
国
の
さ
か
い
を
越
え
て
京
都
の
親
鸞
聖
人
の
も
と

へ
た
つ
ね
て

き
た
門
弟
た
ち
の
中
の

二
人
で
あ

っ
た
ろ
う
と
同
じ
く
妙
音
院
了
祥
師

は
推
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
も
し
そ
う
と
す
れ
ば
、
唯
円
大
徳

は
江
戸
時
代

の
文
献
で
は
あ
る
が

『
大
谷
遺
跡
録
』
や

『
大
谷
本
願
寺

通
紀
』
等
に
よ
れ

ば
正
応
二
年

(
二
二
八
九
年
)
二
月
八
日

(或
い
は
六

日
)
に
六
十
八
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
そ
の

年
三
十
五
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
第
九
条
の
質
疑
応
答
は
仮
に

そ
れ
か
ら
二
年
く
ら
い
し
て
か
ら
と
考
え
れ
ば
唯
円
房
三
十
七
歳
、
親

鸞
聖
人
八
十
六
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
約
二
年
間
ほ
ど
の
聞
法
の
過

程
で
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
突
き
当
た

っ
た
自
己

矛
盾
が
第
九
条
の
質
疑
と
な

っ
て
噴
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
経
験
を

通
し
て
唯
円
大
徳
は
親
鸞
聖
人
の
お

っ
し
ゃ
る

〈故
済
の
論
理
〉
と
は

い
か
な
る
も

の
で
あ
る
か
を

は
っ
き

り

と
知

っ
た
。
そ

れ
以
後
三
〇

年
、
唯
円
大
徳
は
多
く
の
念
仏
者
と
と
も
に
生
き
て
き
て
、
ど
こ
に
人

び
と
は
悩
む
も
の
で
あ
る
か
を
再
三
経
験
さ
れ
て
き

た

に
ち
が

い
な

い
。
実

は
、
こ
れ
は
若
き
日
の
唯
円
大
徳
の
信
仰
の
自
己
矛
盾
で
は
あ

っ
た
が
、
親
鸞
聖
人
で
さ
え

「
親
鸞
も
こ
の
不
審
あ
り

つ
る
に
、
唯
円

房
お
な
じ
こ
ゝ
う
に
て
あ
り
け
り
。」
と
言
わ
れ
て
い
る

よ
う

に
、
い

か
な
る
念
仏
者
に
お
い
て
も
お
こ
る
普
遍
的
な
疑
問
で
あ
る
。
そ

の
普

遍
性
を
熟
知
さ
れ
て
い
る
唯
円
大
徳
は
、
い
ま
ま
さ
に
息
を
引
き
取
ろ

う
と
し
て
歎
異
抄
を
執
筆
さ
れ
て
い
る
と
き

に
あ
た

っ
て
、
こ
の
こ
と

を
若
き
日
の
自
分

の
個
人
的
な
体
験
談
と
し
て
で
は
な
く
、
現
実

の
信

仰
過
程
に
お
い
て
ど
ん
な
信
心
の
行
者
も
陥

る
基
本
的
な
自
己
矛
盾
と

し
て
提
起
し
、
こ
こ
で
、
そ
れ
を
超
え
て
い
く

〈信
仰

の
論
理
〉

の
本

質
的
な
再
確
認
を
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
、
第

一
条
か

ら
第
八
条
ま
で
の
師
訓
の
底
を
貫
い
て
い
る

〈救
済

の
論
理
〉
を
明
確

に
提
示
し
て
師
訓
篇
を
閉
じ
る
こ
と
、
そ
れ
が
唯
円
大
徳
の
編
集
意
図

で
あ

っ
た
と
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
第
二
の
指
標
。

師
訓
篇
第

一
条
冒
頭
の
弥
陀

の

「誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い

ら
ら
せ
て
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
る
」
信
心
は
信
仰
体
験
そ
の

も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

〈信
仰

の
論
理
〉
か
ら
始
ま

っ
た
師
訓
篇
は
、

こ
の

〈信
仰

の
論
理
〉
で

一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
も
う

一

つ
下
に
1

実
体
論
的
下
で
は
な
く
意
味
論
的
下
―

こ
の

〈
救
済
の

論
理

〉
が
あ
る
こ
と
を
唯
円
大
徳
は
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
唯
円
大
徳

が
現
行
第
九
条
を
第
九
番
目
に
置
か
れ
た
意
図
は
、
こ
の

〈本
願
の
論

理
〉
を
歎
異
抄
全
体

の
基
礎
に
あ
る

〈
救
済

の
論
理
〉
と
し
て
提
示
せ

ん
が
た
め
で
あ

っ
た
と
私
は
考
え
る
。
以
上

の
理
由
に
よ

っ
て
、
私
は

第
九
条
は
師
訓
篇

の

「後
序
」
に
あ
た
る
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

歎
異
抄
、
第
九
条
、
後
序
、
救
済
の
論
理

(真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
所
員
)
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