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印
度
學
佛
敎
學
硏
究
第
六
十
七
巻
第
一
号　

平
成
三
〇
年
十
二
月

親
鸞
に
お
け
る
源
信
の
念
仏
思
想
の
受
容
と
展
開貫

名

　

譲

は
じ
め
に

『
教
行
信
証
』「
行
巻
」
大
行
釈
に
は
、
龍
樹
か
ら
法
然
（
源
空
）
に

至
る
ま
で
、
七
祖
す
べ
て
の
文
が
順
番
に
引
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の

引
用
文
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
は
、
七
祖
が
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
を
も
っ

て
、
称
名
念
仏
を
勧
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
こ
で
今
回
は
、『
往
生
要
集
』
か
ら
の
引
用
文
に
お 

い
て
、
親
鸞

が
源
信
の
念
仏
思
想
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

一
　
源
信
の
念
仏
思
想

親
鸞
が
源
信
の
念
仏
思
想
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
か
を
見
る
前
に
、

ま
ず
『
往
生
要
集
』
に
見
ら
れ
る
源
信
の
念
仏
思
想
を
う
か
が
っ
て
み

た
い
。
源
信
は
『
往
生
要
集
』
の
は
じ
め
に

そ
れ
往
生
極
楽
の
教
行
は
、
濁
世
末
代
の
目
足
な
り
。
道
俗
貴
賤
、
た
れ
か
帰

せ
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
。
た
だ
し
顕
密
の
教
法
、
そ
の
文
、
一
に
あ
ら
ず
。
事
理

の
業
因
、
そ
の
行
こ
れ
多
し
。
利
智
精
進
の
人
は
、
い
ま
だ
難
し
と
な
さ
ず
。

予
が
ご
と
き
頑
魯
の
も
の
、
あ
に
あ
へ
て
せ
ん
や
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
、
念
仏
の
一

門
に
よ
り
て
、
い
さ
さ
か
経
論
の
要
文
を
集
む
。
こ
れ
を
披
き
こ
れ
を
修
す
る

に
、
覚
り
や
す
く
行
じ
や
す
し
）
1
（

。

と
表
し
て
い
る
。
源
信
は
自
ら
を
「
頑
魯
の
も
の
」
と
捉
え
、「
濁
世
末

代
」
の
も
の
に
と
っ
て
の
「
往
生
極
楽
」
の
道
は
、
た
だ
念
仏
の
教
え
に

よ
る
以
外
に
な
い
と
明
か
し
て
い
る
。
第
八
念
仏
証
拠
門
に
お
い
て
は
、

大
文
第
八
に
、
念
仏
証
拠
と
い
ふ
は
、
問
ふ
、
一
切
の
善
業
は
お
の
お
の
利
益

あ
り
、
お
の
お
の
往
生
す
る
こ
と
を
得
て
ん
。
な
ん
が
ゆ
ゑ
ぞ
、
た
だ
念
仏
の

一
門
を
勧
む
る
。
答
ふ
。
い
ま
念
仏
を
勧
む
る
こ
と
は
、
こ
れ
余
の
種
々
の
妙

行
を
遮
す
る
に
は
あ
ら
ず
。
た
だ
こ
れ
、
男
女
・
貴
賤
、
行
住
坐
臥
を
簡
ば

ず
、
時
処
諸
縁
を
論
ぜ
ず
し
て
、
こ
れ
を
修
す
る
に
難
か
ら
ず
、
乃
至
、
臨
終

に
往
生
を
願
求
す
る
に
、
そ
の
便
宜
を
得
た
る
は
念
仏
に
は
し
か
じ
）
2
（

。

と
、
念
仏
を
勧
め
る
理
由
を
、
人
や
状
態
・
時
を
問
わ
ず
行
い
や
す
い

か
ら
だ
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、

も
ろ
も
ろ
の
聖
教
の
な
か
に
、
多
く
念
仏
を
も
っ
て
往
生
の
業
と
な
せ
り
。
そ

の
文
、
は
な
は
だ
多
し
。
略
し
て
十
の
文
を
出
さ
ん
）
3
（

。
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親
鸞
に
お
け
る
源
信
の
念
仏
思
想
の
受
容
と
展
開
（
貫

名
）

と
し
て
、
十
文
を
上
げ
る
中
に
、

二
に
は
、『
双
巻
経
』（
大
経
・
巻
下
）
の
三
輩
の
業
、
浅
深
あ
り
と
い
へ
ど
も
、

し
か
も
通
じ
て
み
な
「
一
向
に
も
つ
ぱ
ら
無
量
寿
仏
を
念
じ
た
て
ま
つ
れ
」
と

の
た
ま
へ
り
。
三
に
は
、
四
十
八
願
の
な
か
に
、
念
仏
門
に
お
い
て
別
に
一
の

願
を
発
し
て
の
た
ま
は
く
（
大
経
・
巻
上
意
）、「
乃
至
十
念
せ
ん
。
も
し
生
ぜ

ず
は
、
正
覚
を
取
ら
じ
」
と
。
四
に
は
、『
観
経
』（
意
）
に
、「
極
重
の
悪
人
は
、

他
の
方
便
な
し
。
た
だ
仏
を
称
念
し
て
、
極
楽
に
生
ず
る
こ
と
を
得
」
と
）
4
（

。

と
、『
大
経
』『
観
経
』
の
文
を
以
て
称
名
念
仏
に
つ
い
て
示
し
て
い
な

が
ら
、

十
に
は
、『
往
生
論
』（
意
）
に
、「
か
の
仏
の
依
正
の
功
徳
を
観
念
す
る
を
も

つ
て
、
往
生
の
業
と
な
せ
り
」
と
。｛
以
上
｝
こ
の
な
か
に
、『
観
経
』
の
下
下

品
・『
阿
弥
陀
経
』・『
鼓
音
声
経
』
は
、
た
だ
名
号
を
念
ず
る
を
も
つ
て
往
生

の
業
と
な
せ
り
。
い
か
に
い
は
ん
や
、
相
好
・
功
徳
を
観
念
せ
ん
を
や
）
5
（

。

と
、
称
名
念
仏
よ
り
も
観
念
念
仏
が
勝
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
源
信
の
念
仏
理
解
は
、

そ
の
中
に
「
称
名
」
と
「
観
念
」
と
両
方
の
意
味
を
含
み
つ
つ
、
称
名

念
仏
よ
り
も
観
念
念
仏
に
重
き
が
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
諸
氏
の
見
解
を
参
照
す
る
と
、
た
と
え
ば

梯
信
暁
氏
は
、
称
名
念
仏
を
、
相
好
功
徳
の
観
念
よ
り
も
劣
っ
た
行
と

見
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

「
念
仏
」
の
枢
要
を
示
す
大
文
第
四
「
正
修
念
仏
」
の
章
に
は
、
称
名
念
仏
の

教
理
は
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。
相
好
を
観
念
す
る
能
力
の
な
い
者
に
対
し
て
示

さ
れ
た
「
三
想
一
心
称
念
」
の
一
部
に
か
ろ
う
じ
て
称
名
の
要
素
が
見
い
だ
さ

れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
称
名
念
仏
は
劣
行
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
源
信
は
、
無
相
離
念
の
理
観
を
最
上
の
念
仏
と
し
、
つ
い
で
仏
の
色
相

を
観
察
す
る
事
観
を
位
置
づ
け
、
称
名
念
仏
を
最
も
劣
っ
た
行
と
見
る
。
そ
の

上
で
凡
夫
相
応
の
実
践
と
し
て
、
色
相
観
を
中
心
と
す
る
観
想
念
仏
の
方
法
を

示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
見
解
は
、
称
名
念
仏
に
偏
っ
て
念
仏
を
捉
え
て
い
た

当
時
の
社
会
一
般
に
お
け
る
理
解
を
打
ち
破
る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
）
6
（

。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、「
正
修
念
仏
」
に
関
連
し
て
み
る
な
ら
ば
、
高
橋
弘
次
氏
も
、

源
信
の
念
仏
は
や
は
り
天
台
の
教
理
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
つ
ま
り
源
信
は
善
導
系
の
念
仏
（
口
称
念
仏
）
を
知
り
つ
つ
、
善
導

系
の
念
仏
に
自
ら
が
提
唱
す
る
念
仏
を
同
化
さ
せ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
い

え
よ
う
。･･････

『
往
生
要
集
』
第
四
「
正
修
念
仏
」
に
お
い
て
は
、
正
修
の

念
仏
が
説
き
示
さ
れ
る
か
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
観
想
の
行
・
観
仏
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
意
図
的
な
手
段
・
方
法
を
用
い
て
の
観
想
に
も
と
づ

く
観
仏
で
あ
り
、
善
導
系
の
念
仏
の
教
え
が
積
極
的
に
説
か
れ
る
と
い
う
も
の

で
は
な
い
）
7
（

。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
源
信
の
念
仏
観
は
、
善
導
か
ら
の

流
れ
に
逆
行
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

二
　
親
鸞
の
『
往
生
要
集
』
観

源
信
の
念
仏
観
が
、
善
導
か
ら
の
流
れ
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
親
鸞
は
「
行
巻
」
大
行
釈
に
『
往
生
要
集
』
の
文
を
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親
鸞
に
お
け
る
源
信
の
念
仏
思
想
の
受
容
と
展
開
（
貫

名
）

引
用
し
て
い
る
。「
行
巻
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
、「
大
行
と
し
て
の
称

名
」
の
意
義
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
は
『
往
生
要

集
』
に
見
ら
れ
る
「
念
仏
」
を
称
名
念
仏
と
捉
え
て
い
た
に
違
い
な

い
。
源
信
の
元
々
の
理
解
を
踏
襲
し
て
い
る
な
ら
ば
、
親
鸞
は
「
行

巻
」
に
『
往
生
要
集
』
の
文
を
引
く
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
で
は
、
親

鸞
は
『
往
生
要
集
』
に
表
さ
れ
る
念
仏
を
、
称
名
念
仏
と
捉
え
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
親
鸞
の
『
往
生
要
集
』
理
解
に
つ
い
て
、
浅
田
正
博

氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

親
鸞
の
著
作
中
に
お
け
る
源
信
の
影
響
を
考
え
た
時
、
叡
山
修
学
時
の
往
生
要

集
観
が
そ
の
ま
ま
下
山
し
た
後
の
要
集
観
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
親
鸞
が
源
信
を
語
る
場
合
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

往
生
要
集
一
著
の
み
に
依
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
引
文
態
度
た

る
や
三
巻
全
て
を
平
等
に
引
用
す
る
の
で
な
く
、
あ
る
一
部
分
に
限
っ
て
幾
度

と
な
く
繰
り
返
し
て
引
文
す
る
と
い
う
集
中
的
方
法
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
も
う
一
つ
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
親
鸞
の
往
生
要
集
の
引
意
が
要
集
当

面
の
原
意
と
か
な
り
相
違
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
親
鸞
の
引
意
で
も
っ

て
要
集
を
通
読
し
た
時
、
同
じ
解
釈
で
は
要
集
の
前
後
の
意
味
を
理
解
す
る
こ

と
が
困
難
で
あ
る
。
こ
こ
に
親
鸞
独
自
の
往
生
要
集
に
対
す
る
理
解
が
看
て
取

れ
る
。

こ
れ
ら
の
点
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
親
鸞
の
往
生
要
集
観
は
、
横
川
で
天
台
典

籍
の
単
な
る
一
著
と
し
て
研
鑽
を
積
ん
だ
往
生
要
集
と
同
一
線
上
で
と
ら
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
こ
に
法
然
の
『
往
生
要

集
』
観
が
親
鸞
の
そ
れ
に
与
え
た
影
響
を
看
取
す
る
の
で
あ
る
）
8
（

。

浅
田
氏
の
見
解
を
踏
ま
え
る
と
、
親
鸞
の
『
往
生
要
集
』
理
解
に
は
、
師

で
あ
る
法
然
の
影
響
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
法
然
は
『
往
生
要

集
』
を
ど
の
よ
う
に
見
た
の
で
あ
ろ
う
か
）
9
（

。
法
然
の
『
往
生
要
集
』
の
見

方
に
つ
い
て
坪
井
俊
映
氏
は
、

法
然
に
し
た
が
う
な
れ
ば
、
念
仏
と
は
称
名
と
解
す
る
の
で
あ
っ
て
、
源
信
が

観
念
と
称
名
と
を
も
っ
て
念
仏
と
呼
ん
だ
の
と
は
そ
の
考
え
を
異
に
す
る
の
で

あ
る
。
か
か
る
考
え
よ
り
『
往
生
要
集
』
を
釈
し
た
も
の
が
、
法
然
の
『
往
生

要
集
詮
要
』
等
の
四
種
の
釈
書
で
あ
る
。
法
然
に
よ
れ
ば
『
往
生
要
集
』
は
称

名
念
仏
に
よ
る
浄
土
往
生
を
説
く
を
主
意
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
）
10
（

。

と
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
見
解
を
踏
ま
え
て
、
あ
ら
た
め
て
「
行
巻
」
に
引
用
さ
れ

て
い
る
『
往
生
要
集
』
の
文
を
見
な
が
ら
、
親
鸞
に
お
け
る
源
信
の
念

仏
思
想
の
受
容
と
展
開
を
う
か
が
っ
て
み
た
い
。

三
　「
行
巻
」
大
行
釈
に
み
る
『
往
生
要
集
』
の
文
意

「
行
巻
」
大
行
釈
に
は
、『
往
生
要
集
』
か
ら
の
引
用
が
五
文
あ
る
。

（
一
）

『
往
生
要
集
』（
巻
下
）
に
い
は
く
、「『
双
巻
経
』
の
三
輩
の
業
、
浅
深
あ
り
と
い

へ
ど
も
、
し
か
る
に
通
じ
て
み
な
一
向
専
念
無
量
寿
仏
と
い
へ
り
。
三
つ
に

四
十
八
願
の
な
か
に
、
念
仏
門
に
お
い
て
別
し
て
一
つ
の
願
を
発
し
て
の
た
ま
は

く
、
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覚
と
。
四
つ
に
『
観
経
』
に
は
極
重
の
悪
人
他

の
方
便
な
し
。
た
だ
弥
陀
を
称
し
て
極
楽
に
生
ず
る
こ
と
を
得
」
と
。｛
以
上
）
11
（

｝
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親
鸞
に
お
け
る
源
信
の
念
仏
思
想
の
受
容
と
展
開
（
貫

名
）

（
二
）ま

た
い
は
く
（
要
集
・
巻
上
）、「『
心
地
観
経
』
の
六
種
の
功
徳
に
よ
る
べ
し
。

一
つ
に
は
無
上
大
功
徳
田
、
二
つ
に
は
無
上
大
恩
徳
、
三
つ
に
は
無
足
・
二
足

お
よ
び
多
足
衆
生
の
な
か
の
尊
な
り
。
四
つ
に
は
き
は
め
て
値
遇
し
が
た
き
こ

と
、
優
曇
華
の
ご
と
し
。
五
つ
に
は
独
り
三
千
大
千
界
に
出
で
た
ま
ふ
。
六
つ

に
は
世
・
出
世
間
の
功
徳
円
満
せ
り
。
義
つ
ぶ
さ
に
か
く
の
ご
と
き
ら
の
六
種

の
功
徳
に
よ
る
。
つ
ね
に
よ
く
一
切
衆
生
を
利
益
し
た
ま
ふ
」
と
。｛
以
上
）
12
（

｝

（
三
）こ

の
六
種
の
功
徳
に
よ
り
て
信
和
尚
の
い
は
く
（
要
集
・
巻
上
）、「
一
つ
に
は

念
ず
べ
し
、
一
称
南
無
仏
皆
已
成
仏
道
の
ゆ
ゑ
に
、
わ
れ
無
上
功
徳
田
を
帰
命

し
礼
し
た
て
ま
つ
る
。
二
つ
に
は
念
ず
べ
し
、
慈
眼
を
も
つ
て
衆
生
を
視
そ
な

は
す
こ
と
、
平
等
に
し
て
一
子
の
ご
と
し
。
ゆ
ゑ
に
わ
れ
極
大
慈
悲
母
を
帰
命

し
礼
し
た
て
ま
つ
る
。
三
つ
に
は
念
ず
べ
し
、
十
方
の
諸
大
士
、
弥
陀
尊
を
恭

敬
し
た
て
ま
つ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
わ
れ
無
上
両
足
尊
を
帰
命
し
礼
し
た
て
ま
つ

る
。
四
つ
に
は
念
ず
べ
し
、
一
た
び
仏
名
を
聞
く
こ
と
を
得
る
こ
と
、
優
曇
華

よ
り
も
過
ぎ
た
り
。
ゆ
ゑ
に
わ
れ
極
難
値
遇
者
を
帰
命
し
礼
し
た
て
ま
つ
る
。

五
つ
に
は
念
ず
べ
し
、
一
百
倶
胝
界
に
は
二
尊
並
ん
で
出
で
た
ま
は
ず
。
ゆ
ゑ

に
わ
れ
希
有
大
法
王
を
帰
命
し
礼
し
た
て
ま
つ
る
。
六
つ
に
は
念
ず
べ
し
、
仏

法
衆
徳
海
は
三
世
同
じ
く
一
体
な
り
。
ゆ
ゑ
に
わ
れ
円
融
万
徳
尊
を
帰
命
し
礼

し
た
て
ま
つ
る
」
と
。｛
以
上
）
13
（

｝

（
四
）ま

た
い
は
く
（
要
集
・
巻
上
）、「
波
利
質
多
樹
の
華
、
一
日
衣
に
薫
ず
る
に
、

瞻
蔔
華
・
波
師
迦
華
、
千
歳
薫
ず
と
い
へ
ど
も
、
及
ぶ
こ
と
あ
た
は
ざ
る
と
こ

ろ
な
り
」
と
。｛
以
上
）
14
（

｝

（
五
）ま

た
い
は
く
（
要
集
・
巻
下
）、「
一
斤
の
石
汁
、
よ
く
千
斤
の
銅
を
変
じ
て
金

と
な
す
。
雪
山
に
草
あ
り
、
名
づ
け
て
忍
辱
と
す
。
牛
も
し
食
す
れ
ば
す
な
は

ち
醍
醐
を
得
。
尸
利
沙
昴
星
を
見
れ
ば
す
な
は
ち
菓
実
を
出
す
が
ご
と
し
」

と
。｛
以
上
）
15
（

｝

こ
れ
ら
四
つ
の
文
を
私
な
り
に
考
察
し
て
み
た
い
。
ま
ず
（
一
）
の

文
は
『
往
生
要
集
』
第
八
念
仏
証
拠
門
の
十
文
の
中
で
、
第
二
か
ら
第

四
文
ま
で
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
一
例
と
し
て
山
邊

氏
・
赤
沼
氏
の
見
解
を
参
照
し
て
み
る
。

…
第
八
念
佛
證
據
門
の
中
に
諸
經
論
か
ら
十
文
引
用
し
て
あ
る
が
、
今
そ
の
中

三
文
を
出
し
給
う
た
の
で
あ
る
。
前
後
の
七
文
は
要
門
に
も
眞
門
に
も
通
ず
る

文
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
略
し
て
、
弘
願
念
佛
に
限
っ
て
説
き
明
し
て
あ
る
三
文

を
引
き
給
う
た
の
で
あ
る
。

（
中
略
）

今
こ
の
文
の
中
に
、
親
鸞
聖
人
が
定
散
の
諸
機
、
み
な
こ
と
ご
と
く
極
重
惡
人

で
あ
る
よ
う
に
仰
せ
ら
れ
る
の
も
、
深
く
源
信
和
尚
の
眞
意
を
得
て
仰
せ
ら
れ

る
の
で
、
源
信
和
尚
の
御
意
に
し
て
み
る
も
、
こ
の
引
用
文
の
第
一
文
の
「
三

輩
の
業
淺
深
あ
り
と
雖
も
」
と
い
う
の
が
、
定
散
九
品
の
機
は
種
々
分
れ
て
あ

れ
ど
も
、
詮
じ
つ
む
れ
ば
極
重
の
惡
人
に
し
て
自
力
無
功
と
知
っ
て
彌
陀
弘
願

の
救
濟
に
す
が
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
ぞ
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
給
う
た
の
で
あ

る
。
親
鸞
聖
人
、
こ
の
意
を
得
て
定
散
九
品
の
機
も
悉
く
極
重
惡
人
で
あ
る
と

決
し
給
う
た
も
の
で
あ
る
）
16
（

。
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鸞
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つ
ま
り
「
阿
弥
陀
仏
は
、
す
べ
て
の
も
の
に
対
し
て
我
が
名
を
称
え
よ

と
願
わ
れ
た
。
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
願
い
の
根
本
で
も
あ
る
。
極
重
の

悪
人
で
あ
る
我
々
に
と
っ
て
は
、
こ
の
念
仏
の
教
え
以
外
に
救
わ
れ
る

道
は
な
い
」
と
、
こ
の
よ
う
に
見
て
取
っ
た
と
こ
ろ
に
親
鸞
の
特
徴
が

み
ら
れ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

私
な
り
に
、（
一
）
の
文
を
う
か
が
っ
て
み
る
に
、
こ
の
三
つ
の
文

は
、
十
文
中
の
三
文
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
一
つ
の
文
と
し
て
見
る

べ
き
だ
と
考
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
阿
弥
陀
仏
は
衆
生
に
対
し
て
、
た

だ
念
仏
を
称
え
る
こ
と
だ
け
を
願
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
文
と
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
阿
弥
陀
仏
が
救
済
し
よ
う
と
は
た
ら

い
て
い
る
対
象
こ
そ
、
他
で
も
な
い
極
重
の
悪
人
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
、
阿
弥
陀
仏
の
願
い
の
内
実
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

続
い
て
（
二
）
と
（
三
）
の
文
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
こ
れ
は
『
往

生
要
集
』
第
四
正
修
念
仏
門
の
礼
拝
門
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
こ
の
文

は
釈
迦
仏
（
諸
仏
）
に
よ
る
阿
弥
陀
仏
の
礼
拝
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る

が
、
私
は
、
阿
弥
陀
仏
を
讃
嘆
す
る
文
で
も
あ
る
と
見
る
。
つ
ま
り
釈

迦
仏
に
よ
る
阿
弥
陀
仏
の
礼
讃
（
礼
拝
・
讃
嘆
）
で
あ
る
。
山
邊
氏
・

赤
沼
氏
が
、

･･･

源
信
和
尚
こ
の
文
を
引
い
て
諸
佛
の
功
德
を
彌
陀
一
佛
に
歸
し
、
彌
陀
の

功
德
を
讃
嘆
す
る
も
の
と
し
て
引
き
給
う
た
か
ら
、
親
鸞
聖
人
も
ま
た
こ
の
文

を
以
て
上
の
極
重
の
惡
人
を
そ
の
ま
ま
救
濟
し
て
下
さ
る
る
六
字
名
號
を
讃
嘆

す
る
も
の
と
し
て
引
き
給
う
た
の
で
あ
る
）
17
（

。

と
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
讃
嘆
で
あ
る
と
考
え
る
。
礼
拝

に
讃
嘆
を
も
含
む
、
つ
ま
り
礼
讃
の
意
を
、
こ
の
文
か
ら
親
鸞
は
見
て

取
っ
た
の
で
あ
る
。

因
み
に
『
往
生
要
集
』
正
修
念
仏
門
の
讃
嘆
門
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
文

を
、
親
鸞
は
「
行
巻
」
大
行
釈
に
お
い
て
す
で
に
引
用
し
て
い
る
）
18
（

。
そ

れ
で
源
信
の
と
こ
ろ
で
は
引
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、（
二
）
と
（
三
）
の
引
用
文
は
、「
釈
迦
仏
（
諸

仏
）
に
よ
る
阿
弥
陀
仏
の
礼
拝
と
讃
嘆
（
礼
讃
）」
が
表
さ
れ
て
い
る
と

見
ら
れ
る
。

最
後
に
（
四
）
と
（
五
）
に
つ
い
て
。（
四
）
は
正
修
念
仏
門
の
作
願

門
か
ら
の
引
用
、（
五
）
は
問
答
料
簡
の
臨
終
念
相
か
ら
の
引
用
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
、
称
名
念
仏
が
諸
行
と
比
べ
て
い
か
に
勝
れ
た
徳
を
具

え
た
行
で
あ
る
か
を
表
し
た
文
で
あ
る
と
見
る
。

ま
と
め

親
鸞
は
、『
往
生
要
集
』
を
通
し
て
源
信
の
念
仏
観
を
見
て
い
く
が
、

そ
れ
は
法
然
の
『
往
生
要
集
』
理
解
を
通
し
て
捉
え
た
も
の
と
言
え

る
。
源
信
は
「
念
仏
」
を
称
名
念
仏
に
限
っ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
称

名
念
仏
を
観
念
念
仏
（
観
想
念
仏
）
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
と
見
て
い
る
）
19
（

。

に
も
関
わ
ら
ず
、
親
鸞
が
称
名
念
仏
を
勧
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
源
信
の

念
仏
観
の
特
徴
が
あ
る
と
見
た
の
は
、
師
で
あ
る
法
然
の
影
響
に
よ
る
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鸞
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仏
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も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
私
な
り
に
、「
行
巻
」
に
『
往
生
要

集
』
を
引
い
た
親
鸞
の
意
図
を
窺
っ
て
み
る
に
、
親
鸞
は
『
往
生
要

集
』
の
文
を
、
源
信
に
よ
る
阿
弥
陀
仏
讃
嘆
と
し
て
引
用
し
た
と
考
え

る
。
そ
れ
は
、「
行
巻
」
大
行
釈
の
善
導
引
文
の
流
れ
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
。
大
行
釈
に
引
か
れ
た
善
導
の
文
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
『
往

生
礼
讃
』
か
ら
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
善
導
引
文
を
も
っ
て
親
鸞
は
、

「
礼
讃
」
と
し
て
の
称
名
念
仏
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。『
往
生
要
集
』
だ

け
を
見
る
な
ら
ば
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
善
導
か
ら
の
流
れ
に
逆
行
す

る
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
親
鸞
は
、
法
然
の
『
往
生
要
集
』
観

を
継
承
し
つ
つ
、
善
導
か
ら
源
信
、『
往
生
礼
讃
』
か
ら
『
往
生
要
集
』

の
流
れ
の
中
に
、
礼
讃
と
し
て
の
称
名
念
仏
を
見
よ
う
と
し
た
の
だ
と

考
え
る
。
山
邊
氏
・
赤
沼
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
六
字
名
號
を
讃

嘆
す
る
も
の
」
と
し
て
の
称
名
念
仏
が
、『
往
生
要
集
』
に
明
か
さ
れ

た
念
仏
の
真
意
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
親
鸞
が
「
行

巻
」
大
行
釈
に
お
い
て
『
往
生
要
集
』
正
修
念
仏
門
の
礼
拝
門
中
の
ほ

と
ん
ど
の
文
を
引
用
し
て
き
て
源
信
の
念
仏
観
を
表
し
て
い
る
の
は
、

大
行
と
し
て
の
称
名
の
特
徴
を
「
礼
拝
」
と
「
讃
嘆
」（
礼
讃
）
に
あ
る

と
見
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

『
往
生
要
集
』
に
見
ら
れ
る
源
信
の
念
仏
観
だ
け
を
窺
う
な
ら
ば
、

称
名
念
仏
を
最
も
勧
め
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
さ
ら
に
、『
往
生
要

集
』
に
は
『
往
生
礼
讃
』
か
ら
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
善

導
が
称
名
念
仏
を
勧
め
た
の
と
は
異
な
る
。

し
か
し
親
鸞
は
、
法
然
の
『
往
生
要
集
』
観
を
通
し
て
源
信
の
念
仏

観
を
受
容
し
つ
つ
、
阿
弥
陀
仏
の
願
い
と
釈
迦
仏
（
諸
仏
）
の
勧
め
と

し
て
の
称
名
念
仏
を
「
礼
拝
」
と
「
讃
嘆
」（
礼
讃
）
で
も
っ
て
明
ら
か

に
し
た
の
が
源
信
の
念
仏
で
あ
る
、
と
見
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考

え
る
）
20
（

。
1　
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』（
一
）
三
経
七
祖
篇
、
一
〇
一
三
頁
。

2　

同
、
一
一
九
三
頁
。

3　

同
、
一
一
九
四
頁
。

4　

同
右
。

5　

同
、
一
一
九
五
頁
。

6　

梯
信
暁
、
二
〇
〇
七
、
一
七
頁
。

7　

高
橋
弘
次
「『
往
生
要
集
』
に
お
け
る
念
仏
と
見
仏
」『
往
生
要
集
研
究
』

永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
七
、
三
七
〇
―
三
七
一
頁
。

8　

浅
田
正
博
「
親
鸞
聖
人
の
『
往
生
要
集
』
観
」『
往
生
要
集
研
究
』
永

田
文
昌
堂
、
一
九
八
七
、
五
三
二
―
五
三
三
頁
。

9　

親
鸞
の
『
往
生
要
集
』
観
を
語
る
場
合
、
法
然
の
見
方
を
窺
っ
た
上
で

親
鸞
の
解
釈
を
行
う
べ
き
で
は
あ
る
が
、
今
回
は
紙
数
の
都
合
上
、
法
然

の
『
往
生
要
集
』
観
に
つ
い
て
は
詳
論
を
控
え
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
近
い
う
ち
に
改
め
て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

10　

坪
井
俊
映
「
法
然
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
の
受
容
と
展
開
」『
往
生

要
集
研
究
』
永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
七
、
二
八
七
頁
。

11　
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』（
二
）
宗
祖
篇
上
、
四
六
―
四
七
頁
。
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親
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仏
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12　

同
、
四
七
頁
。

13　

同
右
。

14　

同
、
四
七
―
四
八
頁
。

15　

同
、
四
八
頁
。

16　

山
邊
習
學
・
赤
沼
智
善
、
一
九
五
一
、
三
五
六
―
三
五
七
頁
。

17　

同
、
三
五
七
頁
。

18　
『
往
生
要
集
』
正
修
念
仏
門
の
讃
嘆
門
と
「
行
巻
」
大
行
釈
と
で
は
、

引
用
に
多
少
の
相
違
が
見
ら
れ
る
が
、
次
の
文
言
は
重
な
る
。

 

　

阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
か
く
の
ご
と
し
、「
も
し
人
わ
れ
を
念
じ
名
を

称
し
て
み
づ
か
ら
帰
す
れ
ば
、
す
な
は
ち
必
定
に
入
り
て
阿
耨
多
羅
三

藐
三
菩
提
を
得
」
と
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
つ
ね
に
憶
念
す
べ
し
。
偈
を
も
つ

て
称
讃
せ
ん
。
無
量
光
明
慧
あ
り
、
身
は
真
金
山
の
ご
と
し
。
わ
れ
い

ま
身
口
意
を
も
つ
て
、
合
掌
し
稽
首
し
礼
し
た
て
ま
つ
る
。

 

　

十
方
現
在
の
仏
、
種
々
の
因
縁
を
も
つ
て
、
か
の
仏
の
功
徳
を
歎
じ

た
ま
ふ
。
わ
れ
い
ま
帰
命
し
礼
し
た
て
ま
つ
る
。

 

　

か
の
八
道
の
船
に
乗
じ
て
、
よ
く
難
度
海
を
度
し
た
ま
ふ
。
み
づ
か

ら
度
し
ま
た
か
れ
を
度
し
た
ま
ふ
。
わ
れ
自
在
者
を
礼
し
た
て
ま
つ

る
。
諸
仏
無
量
劫
に
、
そ
の
功
徳
を
讃
揚
せ
ん
に
、
な
ほ
尽
す
こ
と
あ

た
は
ず
。
清
浄
人
を
帰
命
し
た
て
ま
つ
る
。
わ
れ
い
ま
ま
た
か
く
の
ご

と
く
、
無
量
の
徳
を
称
讃
す
。
こ
の
福
の
因
縁
を
も
つ
て
、
願
は
く
は

仏
つ
ね
に
わ
れ
を
念
じ
た
ま
へ
。

 

（
以
上 

『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』（
一
）
三
経
七
祖
編
、
四
一
五
頁
。
同
、
一
〇
七
五
頁
。 

『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』（
二
）
宗
祖
篇
上
、
二
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