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一
五

『阿
弥
陀
経
』
受
容

の
諸
相

―

親
鸞
の
理
解
を
中
心
に
―

龍

口

恭

子

一

問
題

の
所
在

親
鸞

は

『教
行
信
証
』
に
お
い
て
、
浄
土
三
部
経
、
即
ち

『無
量
寿

　ユ
　

経
』
『観
無
量
寿
経
―』
『
阿
弥
陀
経
』
を
正
依
の
経
典
と
し
て
、
こ
の
三

経
は
そ
れ
ぞ
れ
に
存
在
意
義
を
持
ち

つ
つ
、
不
可
分
の
関
係
を
な
す
と

し
、
就
中

『無
量
寿
経
』
を
理
論
的
支
柱
と
し
て
、
他
力
名
念
仏

の
思

想
を
展
開
し
て
行
く
。

し
か
し
こ
の
三

つ
の
経
典
が
成
立
の
時
代

・
場
所
を
異
に
し
、
受
容

の
過
程

に
お
い
て
も
必
ず
し
も
同

一
の
軌
跡
を
た
ど
っ
た
も

の
で
な
い

こ
と
は
、
今
日
の
文
献
批
判
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。

本
稿

は
三
経

の
内
の

『阿
弥
陀
経
』
を
取
り
上
げ
、
主
と
し
て
平
安

時
代
に

お
け
る
受
容
の
諸
相
を
傭
鰍
し

つ
つ
、
親
鸞

の

『阿
弥
陀
経
』

の
受
容

と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
鸞
の
思
想
の
特
色
、
乃
至
は

独
自
性

に
つ
い
て
考
え
て
行
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
本
論
は
従
来
の
平
安
仏
教

の
理
解
に
つ
い
て
の
再
検
討

へ
の
試

論
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
平
安
仏
教
は
最
澄

・
空
海
と
い
う
二

人
の
宗
教
的
天
才
を
生
み
出
し
た
。
両
者
が
構
築
し
た
教
義
、
或
い
は

宗
派
仏
教
が
以
後
の
日
本
仏
教
を
大
き
く
左
右
し
た
こ
と
は
疑

い
の
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
も

っ
と

一
般
庶
民
、
天
皇
も
含
め
た
在

家
信
者
を
中
心
と
し
た
仏
教
信
仰

の
流
れ
を
詳
細
に
見
直
す
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
平
安
仏
教
を
分
析

し
、平
安
仏
教

の
超
克
を
試
み
た
親
鸞
の
立
場
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
時
、

親
鸞

の
思
想
の
特
殊
性
が
よ
り
明
ら
か
に
な

る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

二

『阿
弥
陀
経
』

の
成
立
と
伝
播

『阿
弥
陀
経
』

の
成
立
と
伝
播

の
比
定
に

つ
い
て
は
い
く

つ
か
の
説

が
あ
る
が
、
紀
元
前
西
北
イ
ン
ド
と
い
う
点

で
は
誥
説

一
致
を
み
て
い

る
。
『阿
弥
陀
経
』
信
仰

の
隆
盛
は
、
例
え
ぼ
、
敦
燵
よ
り

の
大
量
の

書
写
経
典
の
発
見
や
、
中
国

・
韓
国
に
お
け
る
浄
土
教
系
誥
師

の
み
な

ら
ず
、
聖
道
系
誥
師
に
よ
る

『阿
弥
陀
経
』
注
釈
書
の
存
在
等

に
よ
っ

て
も
伺
え
る
。
僧
伝
類
に
も

『阿
弥
陀
経
』

の
書
写

・
読
諦

・
講
説
に

関
す
る
記
述
が
見
え
、
中

で
も
唐

の
善
導
は

『阿
弥
陀
経
』
の
鼓
吹
者
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『阿
弥
陀
経
』
受
容

の
諸
相

(龍

口
)

二

一
六

と
し
て
知
ら
れ
る
が

『法
事
讃
』
に
は
彼

の

『阿
弥
陀
経
』
理
解
が
端

的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

我
が
国
に
は
七
世
紀
飛
鳥
時
代
に
将
来
さ
れ
、
正
倉
院
文
書
に
は
多

数
の

『
阿
弥
陀
経
』
書
写

の
記
録
が
見
え
る
。

三

「
三
種
法
華
」
に
お
け
る

『阿
弥
陀
経
』

平
安
時
代
に
お
け
る

『阿
弥
陀
経
』
の
受
容

の
一
つ
と
し
て
、
特
徴

的
な
も

の
に

「三
種
法
華
」
が
あ
る
。
「三
種
法
華
」
と
は

『法
華
経

』

『般
若
心
経
』
『阿
弥
陀
経
』
の
三
経
を

一
具
の
も
の
と
し
て
尊
崇
す
る

も
の
で
、
こ
の
三
経
の
書
写

・
読
諦

・
講
経
は
平
安
時
代
初
期
よ
り
行

な
わ
れ
、
平
安
時
代
末
期
に
最
盛
期
に
達
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
既
に

　　
　

別
稿
で
述
べ
た
が
、
全
く
別
系
統
と
見
え
る
こ
の
三
経
典
が

一
つ
の
も

の
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
は
、
こ
の
三

つ
が
合
わ
さ
っ
て

「過
去

の
滅
罪
」

「即
身
成
仏
」
(ま
た
は

「現
世
利
益
」)
「来
世
の
往
生
」
の
経
典
と
し
て

の
意
味
を
持

つ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

即
ち

こ
の
信
仰
は

「三
種
法
華
」
の
経
典
を
多
量
に
読
諦
・書
写
し
、

ま
た
こ
れ
を
講
じ
て
多
数

の
人

の
前
で
講
讃
す
る
こ
と
を
以
て
、
過
去

の
罪
を
滅
し
、
現
世
で
の
成
仏
、
或
い
は
利
益
を
願
い
、
さ
ら
に
作
善

の
功
徳
に
よ
っ
て
来
世
の
往
生
を
願
う
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
て

「三
種
法
華
」
は
中
古
天
台
の
流
れ
を
汲
む
信
仰
形
態
と
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
の
受
容
の
広
が
り
を
見
る
と

『法
華
経
』
『般
若
心
経
』

『阿
弥
陀
経
』
の
三
経
を

一
具
と
す
る
信
仰
は
天
台
宗
と

い
う
枠
を
越

え
て
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え

　
ヨ
　

ぼ
真
言
宗
仁
和
寺
の
守
覚
法
親
王
関
係

の
資
料

に
お
い
て
も
多
く
の
例

が
見
ら
れ
、
ま
た
天
仁
元
年
に
お
け
る
講
経
の
聞
き
書
き
で
あ
る

『法

華
百
座
聞
書
抄
』
も

こ
の

「三
種
法
華
」
が
講
讃

の
対
象
と
な

っ
て
い

る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
百
日
間

の
説
法
は
十
日
ご
と
に
異

な
っ
た
講
師
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
講
師

の
所
属
を
み

る
と
、
南
都
北
嶺
の
各
派
に
わ
た
る
こ
と
、
つ
ま
り
こ
の
信
仰
は
天
台

宗

一
派
の
み
で
な
く
当
時
の

一
般
的
な
信
仰
の
対
象

で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は

「三
種
法
華
」

の
中
で

『阿
弥
陀
経
』

は
い
か
な
る
役
割

・
意

義
を
持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
過
去

・
現
在

・
未
来

の
三
世
に
わ
た
る

因
果
の
道
理
に
よ
っ
て
、
罪
障
を
滅
し
、
来
世

の
往
生
を
目
的
と
す
る

こ
の
信
仰
に
あ

っ
て
、
『阿
弥
陀
経
』
に
述
べ
ら
れ
た
極
楽
世
界
の
様

相
は
来
る
べ
き
世
を
詳
述
し
て
欣
求
さ
せ
る
対
象
で
あ

っ
た
。
そ
の
為

に
は
あ
た
う
限
り
多
数

の
念
仏
と
そ
れ
を
助

け
る
作
善
と
に
よ

っ
て
、

罪
障
を
償
い
、
極
楽
往
生
を
よ
り
確
か
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
勧
め
る

た
め
の
役
目
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

四

親
鸞
に
お
け
る

『阿
弥
陀
経
』
の
理
解

し
か
る
に
親
鸞
の

『阿
弥
陀
経
』
の
理
解
は

こ
れ
と
は
異
な
る
。
先

学
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
如
く
、
「浄
土
三
部
経
」
と

し
て
の
三
経

の
称
揚
は
親
鸞
の
創
始
で
は
な

い
。
法
然

の

『選
択
集
』
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『
阿
弥
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経
』
受
容

の
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相

(龍

口
)

二

一
七

で
は

「
三
経

一
論
こ
れ
な
り
」
と
謳
い
、
遡
れ
ぼ
源
信
に
も
三
経
の
称

揚
は
見

ら
れ
、
さ
ら
に
善
導
の

『観
経
疏
』
に
正
行
と
し
て
三
経
を

一

心
に
読
諦
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
浄
土
教
系
諸
師
の

三
経
を

一
つ
の
も
の
と
み
な
す
思
想
の
流
れ
に
親
鸞
も
沿

っ
た
こ
と
は

認
め
ら

れ
る
が
、
親
鸞
自
身

の
理
解

の
特
色

は
那
辺
に
存
す
る
で
あ
ろ

う
か
。

『教
行
信
証
』
化
身
土
巻
に
三
経
隠
顕

の
思
想
は
展
開
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
は

『阿
弥
陀
経
』
は

『無
量
寿
経
』
に
説
く
第
二
十
願

に
相
当
せ
し
め
ら
れ
、
弘
願
に
入
る
方
便
の
門
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た

『
浄
土
和
讃
』
「小
経
」
に
お
い
て
は
、
念
仏

の
衆
生
を
諸
仏
が

護
念
し
、
勧
信
の
経
典
と
し
て
の
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

五

親
鸞
思
想
の
特
色

か
か
る
親
鸞

の

『阿
弥
陀
経
』
の
理
解
と
、
先

の

「三
種
法
華
」
の

思
想
と
を
対
照
し
て
、
そ
の
相
違
点
を
考
え
る
と
次

の
よ
う
な
点
に
お

い
て
両
者
が
根
本
的
に
異
な
る
こ
と
が
指
摘

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
即

ち
①
功
徳
回
向
に
つ
い
て
②
滅
罪
性
に
つ
い
て
③
指
方
立
相
に
つ
い
て

の
三
点

で
あ
る
。

①
に
お
い
て

「三
種
法
華
」
で
は
、
三
経

の
読
諦

・
書
写

・
講
説
を

多
数
行

な
う
こ
と
に
よ
っ
て
功
徳

の
増
大
を
は
か
り
、
利
益
を
期
待
す

る
が
、
親
鸞
は
こ
れ
を
自
力
の
行
と
し
て
否
定
し
、
弥
陀
回
向

の
念
仏

と
見
る
。
②
に
お
い
て

「三
種
法
華
」
は
、
三
経
を
持

つ
こ
と
に
滅
罪

の
功
徳
を
期
待
す
る
が
、
親
鸞

の
場
合
に
は
三
経
執
持

に
よ
っ
て
も
覆

い
き
れ
な
い
凡
夫
の
罪
業
の
深
さ
の
内
省
と
そ
の
凡
夫
を
救
う
弥
陀
の

慈
悲

へ
の
随
順
と
い
う
転
換
が
あ
る
。
ま
た
③

に
お
い
て
は

「三
種
法

華
」
で
は
阿
弥
陀
仏

の
浄
土
は
欣
求
す
べ
き
他
方
世
界
で
あ
る
の
に
対

し
、
『教
行
信
証
』
真
仏
土
巻
に
お
い
て
浄
土

は
た
だ
無
量
の
光
明
と

寿
命
に
満
ち
た
世
界
と
し
て
表
さ
れ
、
阿
弥
陀
如
来

の
無
限

の
働
き
の

象
徴
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な

「三
種
法
華
」
と
の
対
照
に
よ
っ
て
、
親
鸞

の
徹
底

し
た
念
仏
信
仰
が
明
確
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

1

本
稿

で
は
鳩
摩
羅

什
訳
を
い
う
。
外

に
玄
　
訳

『称

讃
浄
土

仏
摂
受
経
』

が
あ

る
が
そ

の
受
容

に

つ
い
て
は
稿

を
改

め
て
述

べ
た

い
。

2

拙
稿

「
『法
華
百
座
聞
書
抄
』
を
め
ぐ
る
基
礎
的
研

究

(そ

の

一
)―

講
説
さ
れ
た
三
種
の
経
典
を
中
心
に
―

」
(
『仏
教
文
学
』
第
五
号
)

3

仁
和
寺
紺
表
紙
小
双
紙
研
究
会
編

『守
覚
法
親
王
の
儀
礼
世
界
』
勉
誠

社
参
照
。

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉
阿
弥
陀
経
、
三
種

法
華
、

滅
罪
、

功
徳(龍

谷
大
学
大
学
院
)
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