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「信
巻
」
真
仏
弟
子
釈
所
引

『安
楽
集
』

の
考
察平

原

晃

宗

親
鸞
は

『教
行
信
証
』
「信
巻
」
真
仏
弟
子
釈
で
、

ト

ハ

ノ

ハ

シ

ニ

ス
ル

ニ

ハ

ナ
リ

言
二
真

仏
弟
子

一者
真
言
対

二偽

一対

二
仮

一也

。
弟
子
者
釈

迦
諸

仏
之
弟
子

金

ノ

テ

ノ

ニ

キ
カ

ス

ヲ

ニ

フ

ト

剛
心
行
人
也
、
由
二斯
信
行
一必
可

三超
二証
大
浬
藥
一故
日
二真
仏
弟
子
一。

(『定
親
全
』

一
・
一
四
四
頁
)

と
述
べ
る
。
こ
の
文
の
明
証
と
し
て
幾

つ
か
の
文
が
、
真
仏
弟
子
釈

で

は
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
最
も
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の

が
、
道
紳

の
著
述
し
た

『安
楽
集
』
の
文
で
あ
る
。
道
綽
は
七
高
僧

の

一
人
と
し
て
、
殊
に
親
鸞

の
時
…機
相
応
の
思
想
に
影
響
を
与
え
た
こ
と

は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
時
機
相
応
の
思
想
と
は
、
仏
教
が
時
代
や
人

間
に
相
応
す
る
法
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
題
と
す
る

が
、
そ
れ
は
時
代
や
人
間
に
迎
合
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

い
。
時
代
と
人
間
と
い
う
事
柄
を
通
し
て
仏
教
が
、
普
遍
的
で
真
実
な

る
教
え
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

時
機
を
問
う
こ
と
は
、
仏
教
を
依
り
所
と
す
る
真
仏
弟
子
が
明
確
に
な

る
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
論

で
は
、
真
仏
弟
子
釈

に
あ
る

『安
楽
集
』

の
引
用
を
通
し
て
、
時
機
相
応

の
法
が
真
仏
弟
子
を
生

み

出
す
法
で
あ
る
こ
と
を
考
察
し
て
い
き
た

い
。

親
鸞
は
、
時
機
相
応
の
明
証
と
し
て

『教
行
信
証
』
「化
身
土
巻
」
で

『安
楽
集
』
所
引

の

『
大
集
月
蔵
経
』
(『定
親
全
』

一
・
ゴ
=

ニ
ー
三
頁
)

と
道
綽

の
自
釈
を
引
用
し
て
い
る
。
『大
集
月

蔵
経
』
の
文
で
は
、
ま

ず
釈
尊
が
亡
く
な
っ
て
五
つ
の
時
代
区
分
が
な
さ
れ
て
い
る
。
初
め
の

三
つ
の
五
百
年
、
す
な
わ
ち
正
法
の
五
百
年
、
像
法
の
千
年
の
間
は
、

戒

・
定

・
慧
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
釈

尊
在
世

・
正
法

の
時
に
お
い
て
戒

・
定

・
慧
を
保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
証
果
を
得
る
こ
と
が
、
仏
弟
子
の
証
し
と
し

て
決
定
さ
れ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
し
か
し
、
第
四
以
降

の
五
百
年
、
す
な
わ
ち
末
法
の
時
の

衆
生
は
仏

の
名
号
を
称
す
る
者
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
釈
尊
が
入
滅
し
て

時
間
が
経
過
し
た
末
法
で
あ
る
た
め
に
戒

・
定

・
慧
を
保
持
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
証
果
を
得
る
こ
と
が
、
単
に
不
可
能

に
な
っ
た
こ
と
を
意
味

す
る
の
で
は
な
い
。
元
々
、
戒

・
定

・
慧
と
い
う
修
行
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
未
来

に
証
果
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と

は
、
人
間
の
能
力

・
努

力
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
根
本
的
に
時
機
相
応

の
仏
教
は
成
立

25



「信
巻
」
真
仏
弟
子
釈
所
引

『安
楽
集
』
の
考
察

(平

原
)

し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
末
法
と
い
う
時
の
教
示
は
、
釈
尊
が

入
滅
し
て
時
代
が
経
過
し
、
曖
昧
に
な
っ
た
仏
教
を
衆
生
に
対
し
て
問

題
提
起
を
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
も
能
力

・
努
力

に
執
着
し
、
証
果
を
得
る
た
め
修
道
実
践
し
続
け
る
衆
生
の
現
実
を
露

呈
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
末
法
と
い
う
時
の
問
題
を

踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間

の
能
力

・
努
力
を
基
調
と
し
て
修
道
を

行
う
末
法

に
生
き
る
仏
弟
子
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

末
法
の
仏
弟
子
を
、
『大
集
月
蔵
経
』
を
踏
ま
え

『安
楽
集
』
で
は

「仏
の
名
号

を
称
す
べ
き
時
の
者
」
「恒
に
繊
悔
す
る
人
」
と
説
く
。

こ

れ
を

一
言

で
言
う
な
ら
ば
本
願
を
信
じ
て
念
仏
を
行
ず
る

「金
剛
心

の

行
人
」
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「仏
の
名
号
を
称
す
べ
き
時

の
者
」
と

は
、
常

に
行
者
に
用
き
続
け
る
如
来
大
悲

の
用
き
を
自
証
し
て
い
る
念

仏
行
者

の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
「恒
に
俄
悔
す
る
人
」
と
は
、
如
来

本
願
の
用

き
に
よ
っ
て
、
自
力
に
執
着
す
る
我
が
身

の
実
相
を
照
明
さ

れ
る
こ
と

に
対
し
て
戯
悔
す
る
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
如
来
大
悲
を

自
証
す
る
真
仏
弟
子
に
お
い
て
、
願
力
の
用
き
に
よ
る
念
仏
こ
そ
俄
悔

の
道
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
俄
悔
、
称
名
念
仏
と
い
う

こ
と
は
自
力

の
上

に
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
他
力
、
選
択
本
願
に

よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
が
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

ハ

ノ

ヒ
ト
シ
ク

シ
タ
マ
フ
ヲ

ヤ

浄

土
真
宗
者
在
世

・
正
法

・
像

末

・
法
滅
、
濁
悪

群
繭
斉

悲

引

也
。

(化
身
土
巻

『定

親
全
』

一
二
一二

〇

頁
)

と
述

べ

ら

れ

る

こ

と

か

ら

も

了

解

で
き

る

で
あ

ろ
う

。

こ

こ

に
末

法

に

生
き
る
仏
弟
子
が
本
願
を
自
証
す
る

「金
剛
心

の
行
人
」
で
あ
る
こ
と

を
読
み
取
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
時
機
を
通
し
て
末
法
に
お
け
る
仏
弟
子
が

「金
剛

心
の
行
人
」
で
あ
る
こ
と
を
考
察
し
て
き
た
が
、
次
に

「弟
子
と
は
釈

迦

・
諸
仏
の
弟
子
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
て
い
き
た
い
。

こ
こ
で
は
、
弟
子
を
釈
迦
だ
け
で
な
く
、
釈
迦

・
諸
仏
と
述

べ
ら
れ
る

こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
、
こ
こ
で

「釈
迦

の
弟
子
」
と
す

る
な
ら
ば
、
釈
尊
を
宗
教
的
人
格
者
と
し
崇
拝
し
て
、
あ
た
か
も
修
道

に
よ
っ
て
釈
尊
に
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
釈
迦
教
を
意
味
す
る
こ
と

に
な
る
。
「釈
迦

・
諸
仏
」
と
あ
る
こ
と
は
、
釈
尊
を
釈
尊
た
ら
し
め

た
の
は
本
願
で
あ
り
、
そ
の
本
願
を
自
証
し
て
き
た
者
が
諸
仏
と
な
り
、

本
願
を
証
す
こ
と
に
お
い
て
仏
道
が
成
立
す
る
こ
と
を
示
す
と
い
え
よ

う
。
も
し
仏
教
が
時
機
相
応

の
教
法
と
言
わ
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

が
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
衆
生
に
お
い
て
身
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。仏
教
が
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
普
遍
的
な
教

え
と
な
る
た
め
に
は
、

諸
仏
に
よ
り
本
願
が
自
証
さ
れ
て
き
た
歴
史
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仏
教
を
時
機
相
応
た
る
法
と
し
て
成
立
せ
し
め

る
の
は
、
諸
仏
の
教
法

の
伝
持
に
よ
る
歴
史
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
こ

の
こ
と
は
真
仏
弟
子
釈
で
引
用
さ
れ
る
、
『
安
楽
集
』
説
聴
方
軌
章
に

あ
る

『大
集
経
』
か
ら
明
か
に
な
る
。

ニ
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ヒ
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ノ
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ヲ

シ

ク

キ

ノ

ハ

タ
エ
タ
リ

聴
法
者

作
二
増
長
勝
解
想

一作
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愈
病
想
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能
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二
是
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者
聴
者
皆
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三

セ
ウ
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ウ
ス
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ヲ

ニ
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ム
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ニ
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二隆

仏
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一常
生

二仏
前
一。

(『定
親
全
』

一
・
一
四
五
頁
)

こ
こ
で
は
諸
仏
で
あ
る
説
者
と
、
仏
弟
子
で
あ
る
聴
者
の
相
応
関
係
を

説
い
て
い
る
。
説
者
が
身
証
し
た
教
を
聴
者
に
開
示
し
て
い
き
、
こ
れ

を
受
け
て
聴
者
が
教
を
身
証
し
て
い
く
こ
と
が
仏
弟
子
の
歩
み
と
し
て

歴
史
的
に
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
教
を
聴
く

こ
と
は
自
己
を
問
う
も

の
で
あ
り
、
自
身
が
自
証
さ
れ
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
本
願
を

自
証
す
る
こ
と
で
あ
り
、
教
を
聴
く
と
い
う
事
実
を
離
れ
て
仏
教
が
真

実
で
あ
る

こ
と
の
証
し
は
な
い
の
で
あ
る
。
諸
仏
か
ら
教
え
を
聴
き
、

仏
弟
子
達

が
教
を
身
証
す
る
歴
史
に
よ
っ
て
、
仏
教
は
ど
の
時
代
に
お

い
て
も
生

き
た
教
え
と
な

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
教
が
機
に

よ
っ
て
証
さ
れ
る
歴
史
に
よ
り
、
仏
教
が
時
機
相
応
の
法
と
し
て
成
立

す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
真
仏
弟
子
釈
で

引
用
さ
れ

て
い
る

『安
楽
集
』
で
、
こ
の
説
聴
方
軌
章
が
中
心
に
な
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
説
聴
方
軌
章
に

「諸
部

の
大
乗
に
拠

っ

て
」
と
い
う
言
葉

で
、
他

の
文
を
内
包
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
真
仏
弟
子
釈
に
引
用
さ
れ
る

『安
楽
集
』
は

「説
聴
方
軌
」
と
い

う
こ
と
で
仏
弟
子
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

こ
と
か
ら

「弟
子
と
は
釈
迦

・
諸
仏
の
弟
子
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
を
通

し
て
、
仏
教
を
時
機
相
応
の
教
法
と
し
て
き
た
仏
弟
子
た
ち
の
歴
史
が

示
唆
さ
れ
て
い
る
と
了
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う
に
、
親
鸞

は
時
機
を
問
題
に
す

る
こ
と
に
よ
り
、
人
間

が
能
力

・
努
力
に
よ
っ
て
修
道
を
行
う
と
い
う
執
着
を
目
覚
め
さ
せ
る

も
の
が

「末
法
」
で
あ
る
と
了
解
す
る
。
こ
の
よ
う
な
正
像
末
と

い
う

時
を
問
題
と
し
た

『安
楽
集
』
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
り
末
法
の
仏
弟

子
は
、
戒

・
定

・
慧
を
保
持
す
る
正
法
時
の
仏
弟
子
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
「仏
の
名
号
を
称
す
べ
き
時
の
者
」

「恒

に
戯
悔
す
る
人
」
、

つ

ま
り

「金
剛
心
の
行
人
」
と
定
義
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の

「金
剛
心
の

行
人
」
と
は
、
如
来
本
願
の
用
き
に
よ
っ
て
執
着
す
る
我
が
身

の
実
相

を
照
明
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
仏
の
名
号
を
称
す
行
者
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
仏
弟
子
に
よ
り
本
願
が
自
証
さ
れ
て
き
た
歴
史
に
よ
っ
て
、

仏
教
が
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
生
き
た
教
え
と
な
る
。
つ
ま
り
、
仏
教

を
時
機
相
応
た
る
法
と
し
て
成
立
せ
し
め
る
の
は
、
仏
弟
子
達

の
教
法

の
伝
持
に
よ
る
歴
史

で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
真
仏
弟
子

釈
に
お
い
て

『安
楽
集
』
の
説
聴
方
軌
章
を
引
用
し
た
意
図
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
仏
教
が
時
機
相
応

の
法
と
し
て

仏
弟
子
を
生
み
出
す
法
で
あ
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

『
定
親
全
』

は

『定

本
親
鸞
聖
人
全
集
』
(法
蔵
館
刊
)
の
略
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

「信
巻
」
、
『
安
楽
集
』
、
仏
弟
子
、
時
機
相
応

(大
谷
大
学
特
別
研
修
員
)
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