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一
六
五

「和
讃
」
に
み
る
親
鸞

の
宗
教
性

朝

倉

昌

紀

一
、

は

じ

め

に

和
讃
と
は
、
仏
教
讃
歌

の
中

の

一
種
で
あ
る
。
仏
教
讃
歌
の
最
初

の

も
の
は
、
奈
良
時
代
の
和
歌
形
式

の
も
の
が
あ
る
が
、
平
安
中
期
に
は

「教
化
」
と
い
わ
れ
る
も
の
と
和
讃
と
呼
ぼ
れ
る
も
の
が
現
わ
れ
て
、
少

　
ユ
　

し
遅
れ
て

「伽
陀
」
と
講
式

の

「声
歌
」
な
ど
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

和
讃
と
は
、
仏
徳
と
讃
嘆
す
る
と
い
う
内
容

の
も
の
で
あ
り
、
平
安

期
に
お
い
て
は
、
源
信
が

「天
台
大
師
和
讃
」
や

「極
楽
六
時
讃
」
な

ど
の
多
く

の
和
讃
を
作
り
、
千
観
も

「極
楽
国
弥
陀
和
讃
」
を
記
し
て

い
る
。

そ
れ
ら

の
和
讃

の
中
で
も
最
も
形
式
が
整
備
さ
れ
て
い
る
の
が
親
鸞

の
和
讃
で
あ
り
、
字
数
や
句
数
を
整
え
て
、
仏
や
高
僧
の
徳
を
讃
嘆
し

て
い
る
。
形
式
を
み
て
も
、
そ
れ
以
前
の
も
の
に
比
べ
て
格
調
が
高

い

と
言
え
る
。
現
存
す
る
親
鸞

の
和
讃

は
五
百
首
以
上
に
及
ん
で
お
り
、

晩
年
に
お
い
て
多
く
の
和
讃
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
主
要

な
も
の
は

『三
帖
和
讃
』
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
聖
徳
太
子
を
讃
仰
し

た
和
讃
が
多
く
み
ら
れ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
和
讃
に
つ
い
て
は
、
従
来
よ
り
書
誌
学
的
、
教
義
学
的
な

側
面
よ
り
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
和
讃
と
い
う
形
式
を
重
視
す

る
な
ら
ぼ
、
和
讃
が
備
え
て
い
る
は
た
ら
き
に
注
目
し
て
み
る
こ
と
も

重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
和
讃
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
と

こ
ろ
に
、
他

の
親
鸞

の
著
述
に
は
み
ら
れ
な
い
特
性
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
こ
で
今
回
は
、
儀
礼
的
な
側
面
に
視
点
を
あ
て
て
和
讃
を

捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
鸞

の
宗
教
性
を
別

の
角
度
よ
り
探

っ
て
み

た
い
と
思
う
。

二
、

調
諦
を
意
識
し
た
和
讃

親
鸞
が
、
和
讃
を
如
何
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
か
を
考
え
れ

ば
、
仏
恩
及
び
師
徳
を
報
謝
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

和
讃
と
は
元
来
、
暗
諦
す
る
も
の
で
は
な
く
颯
諦
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
編
み
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
例
え
ぼ
、
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
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一
六
六

に
は
、
千
観
の
作
っ
た

「極
楽
国
弥
陀
和
讃
」
が
人
々
に
謡
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
法
然
や
そ
の
門
下
の
伝
記
な
ど
を
み
て
も
、

和
讃
を
調
諦
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
多
屋
頼

俊
氏
は
、
鎮
西
派

の
祖
で
あ
る
弁
長
が
臨
終

の
時
に
、
門
弟
た
ち
に
源

信

の

「来
迎
讃
」
を
調
諦
さ
せ
、
念
仏

の
功
徳
を
讃
嘆
し
て
い
る
こ
と

や
、
空
阿
が
念
仏

の
問
に
文
讃
を
い
ろ
い
ろ
諦
し
て
い
た
こ
と
が

『法

然
上
人

行
状
画
図
』
の
四
十
八
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

(2
)る

。親
鸞

も
法
然
門
下
に
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
和
讃
を

颯
諦
す

る
と
い
う
作
法

の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
想
像

に
難
く
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ

で
ま
ず
、
親
鸞
の
和
讃
記
述
に
お
け
る
基
本
的
な
形
態
に
つ
い

て
み
て
み
た
い
。
専
修
寺
所
蔵
の

『三
帖
和
讃
』
よ
り
そ
の
基
本
と
な

る
形
を

み
れ
ぼ
、
和
讃
は
四
句
で

一
首

で
あ
る
が
、
四
句

の
う
ち
の
最

初
の

一
句
を

一
字
上
げ

て
書

い
て
お
り
、
句
の
頭
に
順
番
を
示
す
番
号

が
記
さ
れ

て
い
る
。
漢
字
に
は
、
右
側
に
読
み
を
示
す
振
り
仮
名
が
う

た
れ
て
い
る
も
の
が
多

い
。
字
句
に

つ
い
て
は
、
左
訓
が
施
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
漢
字

に
は
圏
発
と
い
う
符
号
が
朱
色
で
付
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
が
あ
り
、
文
字
の
音
韻
に
つ
い
て
の
感
覚
の
厳
し
さ
を
知
る
こ
と

す
　

が
で
き

る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
和
讃
と
は
詩
的
な
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
か
ち
、
そ
こ

に
は

韻
律
性

が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
和
讃
に
お
い
て
は
韻
を
踏
む

表
現
が
多
く
み
ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
が
脚
韻
で
あ
り
、
対
句
的
な
表
現
が

と
ら
れ
て
い
る
も
の
が
い
く

つ
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。対
句
表
現
は
、

平
安
時
代

の
朗
詠
に
お
い
て
は
よ
く
用
い
ら
れ
た
方
法
で
あ
り
、
親
鸞

が

和
讃
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
た

の
は
、
音
読
し
た
時
の

響
き
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
推
測

で
き
よ
う
。

『三
帖
和
讃
』
の
成
立
に
関
し
て
武
石
彰
夫
氏
は
、
『浄
土
和
讃
』
の

「讃
阿
弥
陀
仏
偶
和
讃
」
お
よ
び

『
梁
塵
秘
抄

』
の

「法
文
歌
」

の
中

の
仏
歌
の
冒
頭
が
、
内
容
に
お
い
て
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
て
、
親
鸞
が

「法
文
歌
」
に
接
し
、
『梁
塵
秘
抄
』

の
歌
謡
に
ふ

　　
　

れ

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
『梁
塵
秘
抄
』
と

は
、
今
様
を
中
心
に
集
め
た
も
の
で
、
当
世
風

の
歌
誥
で
あ
り
、
誥
う

と
こ
ろ
に
魅
力
が
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
親
鸞
が
こ
の
よ
う
な

『梁
塵
秘

抄
』
の
歌
謡
に
―接
し
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
す
れ
ぼ
、
「謡
う
」

と
い
う
意
識
を
も
っ
て
和
讃
が
記
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

親
鸞

の
在
世
中
か
ら
親
鸞
が
作
っ
た
和
讃
が

一
般
に
調
諦
さ
れ
て
い

た
と
み
る
に
は
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
親
鸞
が
和
讃
を
作
る

時
に
、
節
を

つ
け
て
口
ず
さ
み
な
が
ら
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
想

像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

親
鸞
は
、
御
草
稿
和
讃
の

「現
世
利
益
和
讃
」
の

「和
讃
」
の
字
の

左
訓
に

「や
わ
ら
げ
ほ
め
」
と
記
し
て
い
る
。

「や
わ
ら
げ
」
と
は
、

「わ
か
り
や
す
く
平
易
に
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
が
、
「親
し
み
や
す
く
」
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一
六
七

と

い
う

意

味

も

あ

る

。

こ

の
左

訓

よ

り

み

れ

ば

、

和

讃

と

は
民

衆

に

と

っ
て

わ

か

り
や

す

く

、・
親

し

み
や

す

い
も

の

で
な

け
れ

ぼ

な

ら

な

い

と

い
う
意

識

の
も

と

で
記

さ
れ

た

と
考

え

ら

れ

る
。

即

ち
、

颯

諦

と

い

う

行

為

を
、

当

然

意
識

し

て

い
た
と

み

る

こ
と

が

で

き

る

の
で

あ

る
。

存

覚

は

『
破

邪

顕

正

抄
』

に

お

い
て
、

和

讃

に

つ
い

て

つ
ぎ

に
和
讃
の
事
。

か
み
の
ご

と
き
の

一
文

不
知

の
や

か
ら
経
教

の
深
理
を

も

し
ら
ず
、
釈
義

の
奥
旨

を
も
わ
き
ま

へ
が
た
き

が
ゆ

へ
に
、

い
さ

・
か

の

経
釈

の

こ

・
ろ
を
や
は
ら
げ

て
無
智

の
と
も
が
ら

に
ご

㌧
う
え
し

め
ん
が
た

め
に
、

と
き
ど
き
念
仏

に
く

は

へ
て
こ
れ
を
諦
し
も
ち

ゐ
る

べ
き

よ
し
、
さ

　
　
　

づ
け
み
た
へ
ら
る
」
も
の
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
存
覚
の
解
釈
と
し
て
は
、
経
釈
の

こ
こ
ろ
を
わ
か
り
や
す
く
心
得
さ
せ
よ
う
と
、
念
仏
に
加
え
て
和
讃
を

認
諦
す

る
よ
ケ
に
授
け
与
え
ら
れ
た
も
の
と
み
て
い
る
の
で
あ
り
、
存

覚

の
時
代
に
お
い
て
は
、
自
然
な
形
で
念
仏
和
讃
が
唱
え
ら
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
よ
う
。

三
、
尊
崇
儀
礼
と
し
て
の
和
讃

和
讃

を
、
颯
諦
と
い
う
視
点
よ
り
捉
え
た
場
合
に
、
そ
こ
に
は
親
鸞

の
儀
礼

的
な
側
面
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
調
諦
す

る
と
い
う
行
為
に
は
、
儀
礼
的
な
要
素
が
多
―分
に
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。ま

ず
、
そ
の
こ
と
が
明
確
に
窺
え
る
の
が

『高
僧
和
讃
』
に
お
い
て

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『高
僧
和
讃
』
と
は
、
師

へ
の
尊
崇
を
表
す
心

情
が
儀
礼
的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、
源

空
讃
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
明
確
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
源
空
讃
は

二
十
首
あ
る
が
、
そ
の
中
で

「本
師
源
空
」
と

い
う
表
現
が
十
回
も
み

ら
れ
、
法
然

へ
の
尊
崇
の
姿
勢
が
現
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ぼ

本
師
源
空
の
を
は
り
に
は

光
明
紫
雲
の
ご
と
く
な
り

音
楽
哀
腕
雅
亮
に
て

　
　
　

異
香
み
ぎ
り
に
映
芳
す

と
い
う
和
讃
な
ど
は
、,
法
然
の
臨
終

の
様
子
を
儀
礼
的
に
表
現
し
讃
嘆

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
師
を
純
粋
に
讃
ず
る
姿
勢
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『浄
土
和
讃
』
に

「『首
楞
厳
経
』
に
よ
り
て
大
勢
至
菩

薩
和
讃
し
た
て
ま

つ
る
」
と
題
し
た
八
首

の
和
讃
が
記
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
は
勢
至
菩
薩
が
念
仏

の
衆
生
を
摂
取
し

て
浄
土
に
帰
入
さ
せ
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
八
首
の
和
讃
が
終

っ
た
あ
と
に

「以

上
大
勢
至
菩
薩
」
と
記
さ
れ
、
そ
の
次
に

「源
空
聖
人
御
本
地
な
り
。」

と
記
し
て

『浄
土
和
讃
』
が
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

表
現
か
ら
み
て
、
法
然
が
勢
至
菩
薩
の
化
身

で
あ
る
と
親
鸞

は
信
じ
て

い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
上

の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
『浄
土
和
讃
』
『高
僧
和
讃
』
に
お
い
て

は
、
勢
至
菩
薩
の
化
身
と
し
て
の
法
然
を
讃
仰
す
る
と
こ
ろ
に
和
讃
の
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一
六
八

ウ

エ
イ
ト
が
置
か
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
も
う

一
つ
の
流
れ
と
し
て
、
『正
像
末
和
讃
』
や
聖

徳
太
子
和
讃
に
お
い
て
は
、
聖
徳
太
子
が
讃
仰
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『高
僧
和
讃
』・
の
巻
末
に
は
、
三
国
の
七
祖
の
名
を
列
挙
し
た
後
に

聖
徳
太
子

敏
達
天
皇
元
年

正
月

一
日
誕
生

し

た

ま

ふ
。

　
　
　

仏

滅
後

一
千
五
百

二
十

一
年

に
当

れ
り
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
『浄
土
和
讃
』
と

『高
僧
和
讃
』
に
お
い
て
は
、
聖

徳
太
子

へ
の
讃
仰
が
現
わ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
名

前
が
出

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
太
子
が
出
世
し
た
の
は
末

法
に
入

っ
て
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
表
す
と
共
に
、
太
子
こ
そ
は
日
本

の

　　
　

教
主
で
あ
る
こ
と
を
示
す
素
意
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
『正
像
末
和
讃
』
の

「聖
徳
奉
讃
」
に
は

救
世
観
音
大
菩
薩

聖
徳
皇
と
示
現
し
て

多
々
の
ご
と
く
す
て
ず
し
て

　　

　

阿
摩
の
ご
と
く
に
そ
ひ
た
ま
ふ

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
観
音

の
化
身
と
し
て
の
太
子
が
讃
仰
さ
れ

て
お
り
、
慈
悲
の
は
た
ら
き
を
す
る
こ
と
を
父
母
に
讐
え
て
讃
嘆
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

慈
悲

に
つ
い
て
は
、
他
の

「聖
徳
奉
讃
」
に

久
遠
劫
よ
り
こ
の
世
ま
で

あ
は
れ
み
ま
し
ま
す
し
る
し
に
は

仏
智
不
思
議
に

つ
け
し
め
て　り

　

善
悪

・
浄
稼
も
な
か
り
け
り

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「仏
智
不
思
議
に

つ
け

し
め
て
」
と

い
う
言
葉

か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
聖
徳
太
子

の
慈
悲
に
よ
っ
て
、
流
転
し
て
き
た

こ
の
身
が
仏
智
の
不
思
議
に
つ
き
従
う
こ
と
に
な
っ
た
と
頒
解
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
久
遠
の
聖
徳
太
子
と
救
世
観
音
と
慈
悲
の
父
母

と
を

一
体
の
も
の
と
み
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
和
讃
に
お
い
て
は
、
観
音

の
化
身
と
し
て
の
太
子
観
が

み
ら
れ
る
が
、
『教
行
信
証
』
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
。

「行
巻
」
に

『往
生
礼
讃
』
を
引
用

す
る
中
で
観
音
に

つ
い

て
記
さ
れ
、
勢
至
菩
薩
と
共
に
説
か
れ
て
は
い
る
が
、
観
音
菩
薩
が
独

立
し
た
形
で
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
み
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
な
ぜ
和
讃
に
お
い
て
聖
徳
太
子
に
関
す
る
も
の
が
数
多
く

表
出
し
て
き
た
か
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『皇
太
子
聖
徳
奉

讃
』
七
十
五
首
と

『大
日
本
国
粟
散
王
聖
徳
奉
讃
』
百
十
四
首
は
、
聖

徳
太
子
の
史
伝
を
讃
詠
し
た
も
の
で
あ
る
。
平
安
時
代
に
は
、
聖
徳
太

子
の
本
地
を
観
音
菩
薩
と
し
た
文
献
は
多
く
み
ら
れ
、
慶
滋
保
胤
が
著

し
た

『日
本
往
生
極
楽
記
』
に
も
、
太
子
が
救

世
観
音

の
化
身
で
あ
る

と
み
ら
れ
て
い
る
。
故
に
、
親
鸞
が
多
く
の
太
子
に
関
す
る
文
献
か
ら

み
た
太
子

へ
の
理
解
は
、
平
安
時
代
以
来

の
仏
教
徒
に
通
ず
る
も
の
で

あ
り
、
親
鸞
独
自

の
も
の
で
は
な
い
が
、
親
鸞

は
そ
れ
ら
の
太
子
史
伝

を
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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「和
讃
」

に
み
る
親
鸞

の
宗
教
性

(朝

倉

)

一
六
九

親
鸞

は
、
師
を
仰
ぐ
儀
礼
と
し
て
和
讃
を
捉
え
て
い
た
と
い
う
面
が

窺
わ
れ
、太
子
和
讃
も
太
子

へ
の
尊
崇
儀
礼
と
し
て
表
さ
れ
た
と
共
に
、

自
ら
が
姿
を
変
え
て
衆
生
を
救
済
す
る
と
い
う
観
音
に
導
か
れ
て
き
た

と
い
う
心
情
を
表
日
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
親
鸞
は
康
元

二
歳

の
二
月
九
日
の
夜
に
夢
告
を
受
け
た

こ
と
を

『正
像
末
和
讃
』
の
冒
頭
に
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
に
多

く
の
太
子
和
讃
を
制
作
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ
れ
が
聖
徳
太

子
の
夢
告
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
夢
告
と
は
、
親

鸞
に
と

っ
て
信
仰
体
験
の
中
で
大
き
な
意
味
を
も

つ
も
の
で
あ
っ
た
。

親
鸞
は
比
叡
山
か
ら
百
日
間
六
角
堂

に
参
籠
し
、
そ
こ
で
聖
徳
太
子
か

ら
示
現

の
文
を
授
か

っ
た
。
ま
た
、
「化
巻
」
で
は
夢
告
に
よ
っ
て
緯

空

の
名
前
を
改
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
存
覚
は

『六
要
鈔
』
に

お
い
て
、
こ
の
改
名
も
聖
徳
太
子
の
夢
告
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み

て
い
る
。
そ
し
て
、
晩
年
に

「夢
告
讃
」
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考

え
て
、
親
鸞
に
と
っ
て
太
子

(11
観
音
)
信
仰
は
終
生
変
わ
ら
ぬ
も
の

で
あ
り
、
そ
の
心
情
が
夢
告
を
き

っ
か
け
と
し
て
表
出
さ
れ
た

の
が

『正
像
末
和
讃
』
所
収
の

「聖
徳
奉
讃
」
の
十

一
首
で
は
な

い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

『皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
七
十
五
首
や

『大
日
本
国
粟
散
王
聖
徳
奉
讃
』

な
ど
の
聖
徳
太
子
に
関
す
る
和
讃
は
、
ど
れ
も
親
鸞
が
八
十
三
才
以
降

に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
親
鸞
に
と
っ
て
の
太
子

(=
観
音
)
信

仰
は
、
決
し
て
晩
年
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

六
角
堂
参
籠
に
お
け
る
夢
告
以
来
続
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
観
音
信

仰
と
太
子
信
仰
と
は
別

の
も
の
で
は
な
く
、
太

子
11
観
音

へ
の
思
い
が

儀
礼
的
な
表
現
と
し
て
湧
き
出
た
の
が
、
太
子
和
讃
で
あ
る
と
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

聖
徳
太
子
を
観
音

の
化
身
と
す
る
見
方
が
、
親
鸞
に
お
け
る
救
済
の

枠
組
み
で
は
、
還
相

の
菩
薩
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「証

巻
」
の
還
相
廻
向
釈
に
、
観
世
音
菩
薩
が
衆

生
の
誥
難
を
除
き
、
誥
願

を
満
た
す
た
め
に
三
十
三
身
を
現
じ
て
衆
生
を
救
う
と
み
て
い
る
こ
と

か
ら
も
窺
え
る
。
ま
た
、
「聖
徳
奉
讃
」
に

聖
徳
皇
の
お
あ
わ
れ
み
に

護
持
養
育
た
え
ず
し
て

如
来
二
種
の
廻
向
に

　む

す
す
め
い
れ
し
め
お
は
し
ま
す

と
あ
り
、
聖
徳
太
子
が
二
種
廻
向
を
す
す
め

る
菩
薩
と
み
て
い
る
こ
と

が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
更
に

上
宮
皇
子
方
便
し

和
国
の
有
情
を
あ
は
れ
み
て

如
来
の
悲
願
を
弘
宣
せ
り

　ね
　

慶
喜
奉
讃
せ
し
む
べ
し

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
考
え
れ
ば
、
如
来
廻
向
の
弘
宣
者
と
し
て

聖
徳
太
子
を
捉
え

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
観
音
に
は
、
大
地
に

ど
つ
し
り
と
根
を
据
え
た
慈
悲

の
父
母
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
の
で
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「和
讃
」

に
み
る
親

鸞

の
宗
教
性

(朝

倉
)

一
七
〇

あ
り
、
観
音
を
還
相
の
菩
薩
と
み
る
の
は
、
あ
る
意
味

で
は
大
地
に
還

る
こ
と
を
表
す
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
聖
徳
太
子
和
讃
よ
り
窺
え
ば
、
親
鸞
は
観
音

(11
太
子
)

の
も
つ
大
地
性
を
救
済

の
枠
組
み
め
中
に
見
出
し
、
観
音

の
化
身
と
し

て
の
太
子
の
導
き
を
深
く
受
け
止
め
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
観
音
の
育
み
へ
の
感
謝
が
、
和
讃
と
い
う
儀
礼
的

な
形
と
な
っ
て
表
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

、
結
び

和
讃
と

い
う
形
式
を
考
え
れ
ぼ
、
調
諦
と
い
う
視
点
を
抜
き
に
し
て

は
捉
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
和
讃
と
は
声
に
出
し
て
讃
詠

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
の
場
合
、
師

へ
の
尊
崇
儀
礼
と
い
う
側
面
が
現
わ
れ
て
く
る
の
で

あ
る
が
、
そ
こ
に
は
二

つ
の
流
れ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

一
つ
は
、
勢
至
菩
薩

の
化
身
と
し
て
の
法
然

へ
の
讃
仰
で
あ
り
、
法
然

は
七
高

僧
を
代
表
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
う

一
つ
は
、

観
音

の
化
身
と
し
て
の
聖
徳
太
子

へ
の
讃
仰

で
あ
る
。

即
ち
、
阿
弥
陀
仏
の
悲
願
は
、
勢
至
と
観
音
が
法
然
と
聖
徳
太
子
に

化
現
し

て
導
き
、
親
鸞
に
到
り
と
ど
い
た
も
の
と
み
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
特

に
、
聖
徳
太
子

(11
観
音
)

へ
の
信
仰
は
、
和
讃
で
な
け
れ
ぼ

表
れ
な

い
純
粋
な
親
鸞
の
心
情
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

故
に
、
親
鸞
の
宗
教
性
を
理
解
す
る
上
で
、

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
救

済
成
就

の
流
れ
を
重
く
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
私
た
ち
は
、

親
鸞
思
想
を
論
理
的
な
側
面
か
ら
だ
け
捉
え

よ
う
と
す
る
見
方
が
強

い

の
で
あ
る
が
、
感
性
と
も
言
え
る
儀
礼
的
な
側
面
に
注
目
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
今
ま
で
見
え
な
か
っ
た
親
鸞
の
宗
教
性
が
明
ら
か
に
な
っ
て

く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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