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二
〇
五

い

の

り

と

念

仏

河

野

教

真

序
「
い
の
り
」
は
、
語
源
に
つ
い
て
は
様
々
な
説
が
存
在
す
る
が
、
神

仏

に
願
う
と
い
う
広
義

の
語
意
か
ら
も

「い

(忌
)
」
と

「の
り

(宣
)」

を
語
源
と
し
て
捉
え
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。
ま
た

「い
の
り
」
は
あ

ら
ゆ
る
宗
教
に
お
い
て
、
そ
の
宗
教
現
象
の
根
源
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

き
た
こ
と
も
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
浄
土
真
宗

に
お

い
て
は
、

「
い
の
り
」
が
自
力
や
現
世
祈
祷
に
つ
な
が
る
と
し
て
、
そ

の
教
義

の
中
心
よ
り
外
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
親
鸞
に
お
け
る

「
い
の

り
」
の
語

の
研
究
は
、
護
国
思
想
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

そ
れ
を
中
心
と
し
た
も
の
が
そ
の
大
半
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
本
論

で
は
、
親
鸞

の
教
義
に
お
い
て
そ
の

「い
の
り
」
が
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
、
親
鸞

の
諸
行
等

の
取
り
扱

い
と
い
う

視
点
よ
り
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

正

定
業

・
助
業

・
雑
行

・
雑
修

に

つ
い
て

誥
行
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
善
導
は

『観
経
疏
』
散
善
義

の
就
行

立
信
釈
に
お
い
て
行

の
中
に
五
正
行
と
雑
行
を
あ
げ
、
読
諦

・
観
察

・

礼
拝

・称
名

・
讃
歎
供
養

の
五
正
行
の
中
、
=

心
専
念
弥
陀
名
号
」
の

称
名
を
仏
願
に
順
ず
る
行
と
し
て
正
定
業
と
し
、
そ
の
他

の
礼
諦
等
に

よ
る
の
は
助
業
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
雑
行
に

つ
い
て
は

「自
余

の

誥
善
」
「疎
雑
の
行
」
と
す
る
だ
け
で
、
詳
し
く
述
べ
て
は
い
な
い
。
善

導
の
教
義
を
継
承
し
た
法
然
は
、
五
種
正
行
に
対
す
る
五
種
雑
行
を
出

す
等
、
更
に
詳
細
な
論
理
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

親
鸞

の
諸
行

の
取
り
扱
い
は
、
『
教
行
信
証
』
化
巻

に
善
導
の
就
行

立
信
釈
を
、
『尊
号
真
像
銘
文
』
に
法
然
の

『
選
択
集
』
「三
選

の
文
」

を
引
用
し
、
善
導

・
法
然
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
は

『教
行

信
証
』
化
巻
に
お
い
て
第
十
九

・
第
二
十
願
を
解
釈
す
る
中
で
善
導

の

文
を
引
い
て
五
正
行
の
中
に
正
定
業

・
助
業

・
雑
行
を
あ
げ
、
さ
ら
に

自
釈
に
お
い
て
、
そ
の
正
助
の
中
に
専
修

・
雑
修
を
出
す
。
専
修
に
つ

い
て
唯
称
仏
名
と
五
専

(専
礼
、
専
読
、
専
観
、
専
称
、
専
讃
嘆
)
を
あ

げ
、
そ
の
中
に
専
心

∴
雑
心
を
出
す
。・
ま
た
雑
修
に
つ
い
て
は

「助
正

777



い
の
り
と
念
仏

(河

野

)

二
〇
六

兼
行
」
す
る
た
め
に
雑
修
乏
す
る
と
し
て
い
る
。
雑
修
に

つ
い
て
は

『愚
禿
鈔
』
下
に
も

「定
散
六
種
兼
行
す
る
が
ゆ
ゑ
に
雑
修
と
い
ふ
、
こ

れ
を
助
業
と
名
つ
く
。
」
と
し
て
、
六
種
兼
行

の
場
合
は
正
定
業

の
称

名
で
さ
え
も
そ
の
地
位
を
失
い
、
助
業
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

と
し
て

い
る
。

以
上

の
よ
う
に
、
善
導

・
法
然

・
親
鸞
の
継
承

・
展
開
に
お
い
て
誥

行
は
正
定
業

・
助
業

・
雑
行

の
三
行

に
分
類
さ
れ
、
親
鸞
に
お
い
て
は

正
助

の
中
に
専
修

・
雑
修
を
分
け
る
等
、
非
常
に
複
雑
な
分
類
を
極
め

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

親
鸞
に
お
け
る

「
い
の
り
」

の
念
仏

前

述

の
通

り

、
諸

行

の
取

り
扱

い
に

つ
い

て
は
複

雑

な
分

類

に

よ

っ

て
明

ら

か

に
さ

れ

て

い

る

こ
と

が
分

か

っ
た
。

そ

こ
で
本

論

の
中

心

で

あ

る

「
い

の
り
」
に

つ
い

て
、
誥

行

に

お
け

る
位

置

づ

け

を
考

察

す

る
。

親

鸞

は

「
い

の
り

」

の
誥

を

『
御

消

息

集

』
、

『高

僧

和

讃

』

に
次

の

よ

う

に

四
回

用

い

て

い

る
。

一
、
念
仏
を

ふ
か
く

た

の
み

て
、
世

の
い

の
り
に
、

こ
・
う
に

い
れ

て
、
ま

ふ
し
あ

は
せ
た
ま
ふ

べ
し
…

(『親
鸞
聖

人
御
消
息
集
』
第

二
通

『
真
聖

全
』
②
六
九
七
)

二
、

こ
の
世
、

の
ち

の
世

ま

で
の
こ
と

を
、

い
の
り
あ
は
せ
た
ま
ふ

べ
く
さ

ふ
ら
ふ
。

(『
親
鸞
聖
人
御

消
息
集
』
第
八
通

『
真
聖
全
』
②

七

一
〇
)

三
、

た
9
ひ
が
ふ
た
る
世

の
ひ
と
び
と

を
い
の
り
、
弥
陀

の
御

ち
か
ひ
に

い

れ
と
お
ぼ
し
め
し
あ
は

黛

(『親
鸞

聖
人
御
消
息

集
』
第
八
通

『
真
聖

全
』
②
七

一
〇
)

四
、
仏
号

む
ね
と
修
す
れ
ど
も

現
世

を

い
の
る
行

者
を
ば

こ
れ
も
雑
修
と
な
づ
け

て
ぞ

千
中
無

一
と
き
ら

は
る

・
(『高
僧
和
讃
』

「善
導
讃
」

『真
聖
全
』
②

五
〇
九
)

憎
の
用
例

で
は
、
'そ
の
後
に

「御
報
恩
の
た

め
に
御
念
仏
こ
こ
ろ
に

い
れ
、て
ま
ふ
し
て
、
h世
の
な
か
安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
」
と
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
こ
ろ
に
世
の
こ
と
、
御
報
恩

の
こ
と
を

い
れ
た

念
仏
に
お
け
る

「い
の
り
」

で
あ
る
と
い
え

る
。

二

二
二
の
用
例
で
は
、
「仏

の
御
恩
を
報
じ
ま
い
ら
せ
た
ま
ふ
に
な

り
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
」
と
し
て
報
恩
行

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
は
い
る
が
、

「聖
人
の
廿
五
日
の
念
仏
」
を
例
に
あ
げ
て
、
念
仏
を
そ
し
る
邪
見
の

も
の
を
た
す
け
、
弥
陀
の
誓
い
へ
と
誘
引
す

る
と

い
う
意
味
を
も
そ
こ

に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

一
～
三
の
用
例

の

「い
の
り
」

は
、
報
恩
の
た
め
の
念

仏
に
伴
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
真
実

の
立
場

で
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
娑
婆
世
界
の
平
和

や
、
仏
法
の
繁
盛
、
さ

ら
に
は
念
仏
を
誹
諺
す
る
者
を
弥
陀
の
誓

い

へ
と
誘
引
し
よ
う
と
思
う

よ
う
な

「
い
の
り
」
が
自
力
心
に
よ
る
も
の
以
外

の
な
に
も
の
で
も
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
が
こ
れ
ま
で
の
親
鸞

の

「い

の
り
」
に
対
す
る
考
え
の
中
心
で
あ
り
、
浄
土
真
宗

の
教
義
の
中
心
よ

り
外
さ
れ
て
き
た
理
由

の
一
つ
と
し
て
あ
げ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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二
〇
七

四
の
用
例
で
は

「現
世
を
い
の
る
行
者
」
を
雑
修
と
し
て
い
る
。
雑

修
に
つ
い
て
は
、

助
正
な
ら

べ
て
修

す
る
を
ば

す
な
は
ち
雑
修
と

な
づ
け
た
り

」
心
を
え
ざ
る

ひ
と
な
れ
ば

仏

恩
報
ず

る
こ

㌧
う
な
し

(『高
僧

和
讃
』

「善
導
讃
」
『真

聖
全

』
②
五
〇
九
)

と
い
う
和
讃
か
ら
も
雑
修
の
性
質
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ

と
か
ら

「い
の
り
」
を
雑
修
と
す
る
時
、
そ
れ
が
第
十
九
願

の
要
門
よ

り
出
た
方
便
の

「
い
の
り
」
で
あ
る
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た

助
正
兼
行

の
場
合
、
正
定
業
で
あ
る
称
名
で
さ
え
も
助
業
と
同
格
に
扱

わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
―

一
～
三
の
例

の
報
恩
の

「
い
の
り
」
も
真
実

の
立
場
で
は
な
く
雑
修
と
し
て
方
便

の
立
場
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
な

り
、
こ
の
様
な
方
便
と
し
て
の

「
い
の
り
」
は
真
実
と
し
て
教
義
の
中

心
に
は
位
置
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

方

便

の

「
い
の
り
」

よ
り
真
実

へ

以

土

の
様

に
(

親

鸞

に

お

け

る

「
い

の
り

」
を

雑

修

.
方

便

と

し

て

位

置

づ

け

て
き

た

わ

け

で

あ

る

が
、

そ

の
取

り

扱

い

に

つ

い
て

は
、

親

鸞

の
真

筆

の
消

息

で

あ

る

『
末

灯

鈔

』
第

二

通

に
あ

ら

わ

さ

れ

て

い
る
。

そ

こ

に

は

、

真

実

の
信

心

は

「釈

迦

一
弥

陀

.
十

方

誥

仏

の
御

方

便

」

の
は

た
ら

き

に

よ

っ
て

あ

た

え

ら

れ

る
樹

の

で

あ

る

と

さ

れ

、

し
か
れ
ば

、
諸

仏

の
御

お
し
え
を
そ
し
る
こ
ど
な
し
、
余

の
善
根
を
行
ず

る

人
を

そ
し
る

こ
と
な
し
。

こ

の
念
仏

す
る
ひ
と
を

に
く

み
そ
し

る
人

お
も

に

く
み
そ
し
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
、
あ
は
れ
み
を
な
し
、
か
な
し
む
ご
」
ろ

を
も
つ
べ
し
「(『末
灯
鈔
』
第
二
通

『真
聖
全
』
②
六
六
〇
)

と
い
う
よ
う
な
前
述
の
雑
修

・
方
便

の

「い
の
り
」
よ
り
、
阿
弥
陀

仏
の
方
便

の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
「不
可
思
議
の
た

の
し
み
」
で
あ

る
真
実
の
報
土

へ
と
導
か
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

誥
宗
教
に
お
い
て

「い
の
り
」
が
信
仰
生
活

の
基
盤
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
浄
土
真
宗
で
は

「い
の
り
」
自
体
が
信
仰
生
活

の
中
心
で
は
な

く
、

「
い
の
り
」
を
真
実
な
ら
し
め
る
阿
弥
陀
仏

の
は
た
ら
き
に
報
謝

す
る
生
活
が
、
信
心

の
生
活

の
基
盤
と
な
る
の
で
あ
る
。

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

い
の
り
、
雑
修
、
信
仰
生
活(龍

谷
大
学
大
学
院
修
士
修
了
)
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