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序
論 

 
私
は

、
親

鸞
に

お
け

る
真
実

の
証

の
内

容
を

卒
業
論

文
と

す
る

。
そ

の
具
体

的
な
内
容

と
し

て
は
、

親
鸞

が
二

十
年
に
も
及
ぶ
比

叡
山
で

の
日

々
を

投
げ

打
っ
て

ま
で

求
め

た
も

の
は
一

体
な

ん
な

の
か

。
つ
ま

り
比

叡
山

を
下
山
し
た

理
由
は
な

ん
な

の
か
。

ま
た

親
鸞
が

出
遇

っ
た

「
真

実
の
証

」
と

は
な

ん
な

の
か
。

こ
れ

ら
を

調
べ

て
行
き

、
親
鸞
が

求
め

、
出
遇

っ
た

も
の

は
な
ん
な
の
か
、

私
な
り

に
考

察
し

て
い

く
。 

   

本
論 

 

第
一

章 

親
鸞

、
比

叡
山
下

山
理

由 

 
 

第

一
節 

比

叡
山

入
山
の

背
景 

で
は
ま

ず
比

叡
山

入
山

の
背
景

か
ら
、
述
べ

て

い
く
。
親
鸞
の

書
物

の

最
後
に

は
そ
れ
を

書
い

た
年
月

日
と

年
齢

が
記
さ
れ
て
い
る

も
の
が

あ
る

。
そ

れ
を

逆
算
す

る
と

、
誕

生
の

年
は
承

案
三

年
で

あ
っ

た
こ
と

が
わ

か
る

。
親

鸞
は
九
歳
と

い
う

若
さ

で
、
伯

父
で

あ
る
範

網
に

付
き

添
わ

れ
出
家

を
し

て
い

る
。

そ
の
背

景
に

は
、

前
年

に
失
っ

た
母

に
対

す
る
追
慕
の

思
い
や
人

の
死

に
対
す

る
死

生
観
、

時
は

す
で

に
平

氏
が
全

盛
期

で
あ

っ
た

と
い
う

時
代

背
景

の
中

で
、
父

は
隠
棲
し

生
活

難
な
状

況
を

抱
え

て
い
た
な
ど
、
出

家
す
る

に
あ

た
っ

て
は

様
々
な

理
由

が
挙

げ
ら

れ
る
が

、
な

ぜ
九

歳
で

出
家
し

な
け

れ
ば

な
ら
な
か
っ

た
の
か
と

い
う

事
情
は

、
一
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切
わ
か

ら
な

い
。

し
か

し
治
承

四
年

に
、

源
三

位
頼
政

が
後

白
河

法
皇

の
第
二

王
子
の
以

仁
王

を
盟
主

に
仰

い
で

、
平
家
追
討
の
兵

を
挙
げ

た
こ

と
に

関
わ

り
が
あ

る
の

で
は

な
い

か
と
言

わ
れ

て
い

る
。
１ 

  
 

第

二
節 
比

叡
山

で
の
求

道
、

下
山

の
理

由 

 

親
鸞

は
一

体
比

叡
山

で
何
を

求
め

て
い

た
の

か
、
そ

こ
に

つ
い

て
岡

亮
二
氏

は 

善
導
以

後
の

浄
土

教
は

、
第
十

八
願

の
称

名
念

仏
に
よ

る
往

生
が

主
流

で
す
か

ら
、

親
鸞
聖
人

も
比
叡
山
で

主
と

し
て

一
心
に

行
じ
ら

れ
た

の
は

、
第

十
八
願

の
念

仏
で

あ
っ

た
と
考

え
ら

れ
る

の
で

す
が

、（
中
略

）
そ
こ

で

法
然
上

人
に
出
遇

わ
れ

て
以
後

、

な
ぜ
自

分
は

、
比

叡
山

で
あ
の

よ
う

に
一

心
に

念
仏
を

行
じ

な
が

ら
、

か
え
っ

て
苦

悩
の

ど
ん

底
の
落

ち
込

ま
ね
ば
な

ら
な
か

っ
た
の

か
を

回
顧

さ
れ

る
の
で

す
。

そ
し

て
、

あ
ゝ
自

分
は

、
第

十
八

願
の
念

仏
を

称
え
な
が

ら
、
最
初
は

雙
樹

林
下

往
生
を

求
め
て

い
た

の
だ

。
だ

が
ど
う

し
て

も
、

こ
の

往
生
は

成
立

し
な

か
っ

た
。
そ
こ
で

次
に

難
思

往
生
を

願
っ

た
。
け
れ

ど
も
こ

の
念
仏

行
に

よ
っ

て
も

、
ど
う

し
て

も
往

生
す

る
確
か

さ
が

生
ま

れ
な

か
っ
た

。
そ

こ
で
ど
う

す
る
こ
と
も

で
き

ず
、

苦
悩
の

ど
ん
底

の
中

で
、

比
叡

山
を
下

り
て

六
角

堂
に

籠
っ
た

。
こ

れ
が

比
叡

山
で
の
親
鸞

聖
人

の
行

道
で
す

。
２ 

と
、
二

つ
の

道
を

求
め

て
い
た

と
述

べ
ら

れ
て

い
る
。

ま
た

そ
の

ど
ち

ら
の
道

も
、
か
え

っ
て

自
分
自

身
を

苦
悩

の
ど
ん
底
に
落
ち

込
ま
せ

る
も

の
で

あ
っ

た
と
述

べ
ら

れ
て

い
た

。
ま
た

雙
樹

林
下

往
生

、
難
思

往
生

と
は

ど
の
よ
う
な

往
生
行
か

に
つ

い
て
は

次
の

よ
う
に

述
べ

ら
れ

て
い

た
。 

雙
樹
林

と
は

、
沙

羅
双

樹
の
林

の
こ

と
で

、
釈

尊
が
こ

の
樹

の
も

と
で

入
滅
さ

れ
た

と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す

。
と

し
ま

す
と
親
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鸞
聖
人

は
ま

ず
、

釈
尊

の
入
滅

を
自

ら
の

往
生

の
理
想

と
し

て
求

め
ら

れ
た
と

考
え

ら
れ
ま
す

。
そ
れ
は
完

全
な

清
浄

な
る
心

に
な
っ

て
と

い
う

こ
と

で
す
。

そ
し

て
そ

の
よ

う
な
心

に
な

る
往

生
の

道
が
『
観
無

量
寿

経
』

の
教
え

で
す

か
ら
、
真

実
の
心

で
弥
陀

の
本

願
に

応
じ

る
べ
く

、
一

心
に

『
観

経
』
の

教
に

し
た

が
っ

て
念
仏

往
生

を
願
わ
れ

た
の
で
す
。

と
こ

ろ
が

ど
の
よ

う
に
一

心
に

念
仏

を
称

え
ら
れ

て
も

、
真
実
清

浄
な
る

心
は

親
鸞

に
生

ま
れ
ま

せ
ん
で
し

た
。（
中

略
）
難
思

往
生

と

は
、
阿
弥

陀
仏
の

本
願

を
信

じ
、

一
心
に

か
の

浄
土

に
往

生
し
た

い
と

願
っ

て
、

た
だ
念
仏
を

称
え

る
念

仏
行
で

こ
の

場
合
、
称

え
て
い

る
念
仏

者
の

心
は

あ
ま

り
問
題

に
さ

れ
ま

せ
ん

。
な
ぜ

な
ら

こ
の

念
仏

者
に
は

、
も

は
や
自
ら

の
心
を
清
ら

か
に

す
る

力
は
残

っ
て
い

な
い

か
ら

で
す

。
ど
の

よ
う

に
一

心
に

念
仏
を

称
え

て
も

、
わ

が
心
は
煩
悩

具
足

の
凡

夫
で
あ

っ
て

、
こ
の
心

か
ら
邪

見
橋
慢

の
悪

心
は

消
え

な
い
し

、
何

も
の

に
も

動
じ
な

い
、

澄
み

切
っ

た
清
ら

か
な

心
は
生
じ

ま
せ
ん
。
そ

こ
で

そ
の

煩
悩
具

足
の
愚

か
な

心
の

ま
ま

で
こ
の

私
を

お
救

い
く

だ
さ
い

と
一

心
に

祈
り

願
う
念

仏
が

、
こ

の
難
思
往
生

の
念
仏
と

い
う

こ
と
に

な
り
ま

す

。『
阿

弥
陀

経

』
に
こ

の
念

仏
が
説

か

れ
て
い

る
の

で
す
。
そ

れ
で
は

こ
の
念
仏

に
よ

っ
て
何

が
求

め
ら

れ
る
こ
と
に

な
る
の

で
し

ょ
う

か
。

こ
の
念

仏
を

通
し

て
往

生
の
確

か
さ

が
自

分
の

心
に
生

じ
る

こ
と
だ
と

い
え
ま
す
。

阿
弥

陀
仏

か
ら
、

往
生
ま

ち
が

い
な

し
、

と
い
う

確
か

さ
が

得
ら

れ
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

の
で
す
。
そ

の
心

を
得

る
た
め

に
、

自
分
は
一

心
に
阿

弥
陀
仏

の
本

願
を

信
じ

、
往
生

を
願

っ
て

念
仏

を
称
え

て
い

る
の

だ
か

ら
で
す

。
け

れ
ど
も
往

生
の
確
か
さ

は
、

ど
う

し
て
も

親
鸞
に

は
得

ら
れ

な
か

っ
た
の

で
す

。「
難

思

」
と
は

、
思

い
は

か
る
こ

と
が
難

い
と

い
う
意
味

で
す

。
阿

弥
陀
仏
と
そ

の
浄
土

の
真
実

相
は
、
凡
夫

の

思
議
を

遥
か

に
超

え
て

い
る
の

で
す

ね
。
だ

か

ら
こ
そ

、
そ
の

往
生
の

確
か
さ

を
得

る
こ
と
は
「
難
思
」

な
の
で

す
。

し
た

が
っ

て
こ
の

念
仏

す
る

心
に

も
。
親

鸞
は

破
綻

し
て

し
ま
っ

た
の

で
す
。
３ 
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何
か
を

信
仰

す
る

と
き

、
ま
ず

は
そ

の
対

象
に

対
し
、

信
じ

る
と

い
う

宗
教
体

験
が
起
こ

る
も

の
で
は

な
い

だ
ろ

う
か
、
し
か
し
救

い
の
道

を
求

め
る

親
鸞

に
は
そ

の
心

す
ら

起
き

な
か
っ

た
の

で
あ

る
。
起
こ
る

ど
こ

ろ
か
、「

浄
土
真
宗

に
帰
す
れ

ど
も 

真
実

の
心

は
あ
り

が
た

し 

虚
仮

不
実
の

わ
が

身
に

て 

清
浄
の

心
も

さ
ら

に
な

し
」
（
『

註
釈
版
』

六
一

七
貢
）

と
あ

る
よ

う
に
、
自
分
自
身

の
煩
悩

の
深

さ
に

気
づ

く
ば
か

り
で

あ
っ

た
の

だ
。
し

か
し

、
そ

も
そ

も
自
分

で
何
か
を

信
じ

る
な
ん

て
こ

と
は

当
て
に
な
ら
な
い

も
の
で

あ
る

。
自

身
の

宗
教
体

験
に

つ
い

て
、

親
鸞
は

次
の

よ
う

に
述

べ
て
い

る
。 

こ
こ
を

も
つ

て
愚

禿
釈

の
鸞
、

論
主

の
解

義
を

仰
ぎ
、

宗
師

の
勧

化
に

よ
り
て

、
久

し
く
万
行

諸
善
の
仮
門

を
出

で
て

、
永
く

双
樹
林

下
の

往
生

を
離

る
。
善

本
徳

本
の

真
門

に
回
入

し
て

、
ひ

と
へ

に
難
思
往
生

の
心

を
発

し
き
。

し
か

る
に
い
ま

こ
と
に

方
便
の

真
門

を
出

で
て

、
選
択

の
願

海
に

転
入

せ
り
。

す
み

や
か

に
難

思
往
生

の
心

を
離
れ
て

、
難
思
議
往

生
を

遂
げ

ん
と
欲

す
。
果

遂
の

誓
（

第
二

十
願

）
、

ま
こ

と
に
由

あ
る
か

な
。

こ
こ

に
久

し
く
願

海
に

入
て

、
深

く
仏
恩

を
知

れ
り
。
（
『

註
釈
版

』

四
一
三

貢
） 

ま
た
こ

の
「

難
思

往
生

」
と
は

「
一

心
に

し
て

乱
れ
ざ

れ
ば

」
（
『

註
釈

版
』
一

二
四

貢
）
と
『

仏
説
阿
弥
陀

経
』

に
説

か
れ
る

念
仏

行
で
あ

り

、
「
一

心
」

と
は
一

心
不

乱
、

つ
ま

り
、
「
難

思
往
生

」
は

、
条
件

付
き

の
救

い
で
あ
る
。

前
田

恵
學

氏
は
、 

山
を
出

で
て

、
六

角
堂

に
百
日

こ
も

ら
せ

給
い

て
、
後

世
を

い
の

ら
せ

給
い
け
る
に

、
九

十
五

日
の
あ

か
月

、
聖
徳
太

子
の
文

を
む
す

び
て

、
示

現
に

あ
ず
か

ら
せ

た
ま

い
て

候
い
け

れ
ば

、
や

が
て

そ
の
あ

か
月

出
で
さ
せ

た
ま
い
て
、

後
世

の
た

す
か
ら

ん
ず
る

縁
に

あ
ひ

ま
ゐ

ら
せ
ん

と
、

た
づ

ね
ま

ゐ
ら
せ

て
、

法
然

上
人

に
あ
ひ
ま
ゐ

ら
せ

て
、

ま
た
六

角
堂

に
百
日
籠

ら
せ
た

ま
ひ
て

候
い

け
る

や
う

に
、
ま

た
百

か
日

、
降

る
に
も

照
に

も
、

い
か

な
る
た

い
ふ

に
も
、
ま

ゐ
り
て
あ
り

し
に

、
た

だ
後
世
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の
こ
と

は
、

よ
き

人
に

も
あ
し

き
に

も
、

お
な

じ
や
う

に
、

生
死

出
づ

べ
き
道

を
ば

、
た
だ
一

す
ぢ
に
仰
せ

ら
れ

候
ひ

し
を
、

う
け
た

ま
は

り
さ

だ
め

て
候
ひ

し
か

ば
、「
上

人

の
わ
た

ら
せ

た
ま

は
ん

と
こ
ろ

に
は

、
人
は

い
か
に
も

申
せ

、
た
と

ひ
悪
道
に

わ
た
ら

せ
た

ま
ふ

べ
し

と
申
す

と
も

、
世

々
生

々
に
も

迷
ひ

け
れ

ば
こ

そ
あ
り

け
め

、
と
ま
で

思
ひ
ま
ゐ
ら

す
る

身
な

れ
ば
」

と
、
や

う
や

う
に

人
の

申
し
候

ひ
し

と
き

も
仰

せ
候
ひ

し
な

り
。
（
『
註

釈
版
』
八
一

一
、

八
一

二
貢
） 

下
山
の

理
由

を
『

恵
信

尼
消
息

』
の

こ
の

箇
所

か
ら
、

自
ら

の
生

死
の

問
題
、

自
分

自
身

の
後

世
を
祈

ら
ん

が
た
め
で

あ
っ
た

と
、

述

べ

て

い

る

。

つ

ま

り

親

鸞

は

比

叡

山

で

、

自

ら

の

後

世

の

問

題

を

解

決

で

き

な

か

っ

た

の

で

あ

る
。
４

こ

の

こ

と
は

、
『
歎

異

抄

』

の
第
三

条
で

、
「

い
づ

れ
の
行

も
お

よ
び

が
た

き
身
な

れ
ば

、
と

て
も

地
獄
は

一
定

す
み

か
ぞ

か
し
。
」
（
『
註
釈

版
』

八
三
三

貢
）

と

述
べ
ら

れ
て

い
る

こ
と

か
ら
も

言
え

る
と

考
え

る
。
ま

た
歎

異
抄

第
五

条
に
は

、 

親
鸞
は

父
母

の
孝

養
の

た
め
と

て
、

一
返

に
て

も
念
仏

申
し

た
る

こ
と

、
い
ま

だ
候

は
ず
。
一

切
の
有
情
は

み
な

も
つ

て
世
々

生
々
の

父
母

・
兄

弟
な

り
。
い

づ
れ

も
い

づ
れ

も
、
こ

の
順

次
生

に
仏

に
成
り
て
た

す
け

候
は

め
。
た

だ
自

力
を
す
て

て
、
い

そ
ぎ
浄

土
の

さ
と

り
を

ひ
ら
き

な
ば

、
六

道
四

生
の
あ

ひ
だ

、
い

づ
れ

の
業
苦

に
し

づ
め
り
と

も
、
神
通
方

便
を

も
つ

て
、
ま

づ
有
縁

を
度

す
べ

き
な

り
と
云

々

。
（
『
註

釈
版

』
八
二

三
貢

） 

と
述
べ

ら
れ

て
い

る
。「

父
母
の

孝
養

の
た

め
に

と
、
一

返
に

て
も
念

仏

申
し
た

る
こ
と
は

な
い

」
冷
た
い
人

間
の
よ

う

に
も
受

け
取

る
こ
と

の
で

き
る

こ
の

言
葉
、

一
体

ど
の

よ
う

な
領
解

が
あ

る
の

か
、

こ
れ
に

対
し
て
、

玉
木

興
慈
氏

は
こ

う
言

い
切
る
の
に
は
二

つ
の
理

由
が

あ
げ

ら
れ

る
と
述

べ
て

い
た

。 

 

一
つ

は

、
「
一

切
の

有
情
は

み
な

も
つ

て
世

々
生
々

の
父

母
・

兄
弟

な
り

。
」

こ
れ
は

父
や

母
だ
け

で
な
く
、

す
べ

て
の
命

は
互

い
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に
繋
が

り
あ

っ
て

い
る

の
だ
か

ら
、

自
分

の
父

や
母
の

こ
と

だ
け

を
考

え
る
の

で
は
な
い

、
と

い
う
こ

と
で

あ
る

。 

 
二
つ

は
、

親
鸞

聖
人

の
仏
教

で
は

、
我

々
は

こ
の
世

（
娑

婆
）

の
縁

が
尽
き

れ
ば
命
終

わ
り

浄
土
に

往
生

し
、

そ
の
ま
ま
同
時
に

仏
に
な

る
と

語
ら

れ
て

い
る
。

し
た

が
っ

て
故

人
は
既

に
仏

に
な

ら
れ

た
方
で

あ
る

。
一

方
、
こ
の
娑

婆
に
生
き

る
私

た
ち
は

、
煩

悩
に
ま

み
れ

た
凡

夫
で

あ
る
。

凡
夫

で
あ

る
私

た
ち
が

、
仏

に
な

ら
れ

た
方
の

代
わ
り
に

善
を

修
め
る

こ
と

が
で

き
る
の
か
と
い
う

問
い
に

応
え

れ
ば

よ
い

。
５ 

 

つ
ま

り
親

鸞
は

こ
の

娑
婆
世

界
で

は
な

く
浄

土
に
生

ま
れ

仏
と

な
る

、
そ
う

い
う

教
え

に
出
遇
っ
た

と
い
う
こ

と
で

あ
り
逆

に
言

え
ば
、
自
分

自
身
が

仏

で
あ
る

こ
と

に
目

覚
め

、
一
隅

を
照

ら
そ
う

と

い
う
天

台
宗
の
教

え
の

中
で

、「
い

づ
れ

の
行
も

お
よ
び

が
た

き
身
な

れ
ば

」
（
『

註
釈

版
』
八

三
三

貢
）

親
鸞

は
い
づ

れ
の

行
も

修
め

る
こ
と

が
で

き
な

か
っ
た
。
自

分
自
身
の

救
い

の
道
す

ら
親

鸞
に
は

開
け

な
か

っ
た

の
だ

。
６

親
鸞
は
『
教

行

信
証

』
の
「
証

巻

」
で

特
に
こ

の
こ

と
に

つ
い
て
述
べ

て
い
る
が

、
親

鸞
に
お

い
て

は
死
者

の
安

楽
な

ど
と

い
っ
た

こ
と

は
、

既
に

阿
弥
陀

仏
の

本
願

力
に

よ
っ
て

、
浄
土
に

生
ま

れ
仏
と

成
っ

て
い

る
の
だ
か
ら
問
題

で
は
な

く
、

自
分

自
身

の
救
済

と
成

仏
が

問
題

で
あ
っ

た
の

だ
。

岡
亮

二
氏
と

前
田

恵
學

氏
は
ど
ち
ら

も
、
親
鸞

は
比

叡
山
で

の
行

道
で
は

、
自

分
自

身
の

救
い
の

道
は

見
つ

か
ら

な
か
っ

た
と

述
べ

て
い

た
。
私

も
自
分
自

身
の

救
い
を

求
め

た
、

こ
れ
が
親
鸞
の
比

叡
山
、

下
山

の
理

由
で

は
な
い

か
と

考
え

る
。 

 

次
の

章
で

は
、

親
鸞

が
「
つ

つ
し

ん
で

浄
土

真
宗
を

案
ず

る
に

、
二

種
の
回

向
あ
り
。

一
つ

に
は
往

相
、

二
つ

に
は
還
相
な
り
。

往
相
の

回
向

に
つ

い
て

真
実
の

教
行

信
証

あ
り

。
」

と
述

べ
た

、
「

浄
土

真
宗
」

の
教
え
と

は
ど

の
よ
う

も
の

か
考

察
し
て
い
く
。 
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第
二

章 

真
実

の
証 

 
 

第

一
節 

真

実
の

証
と
は 

次
は
、

真
実

の
証

と
は

何
か
、

考
察

し
て

い
く

。
親
鸞

は
「

証
巻

」
の

冒
頭
で

「
つ
つ
し

ん
で

真
実
の

証
を

顕
さ
ば
、

す
な
わ
ち

利
他
円

満
の

妙
位

、
無

上
涅
槃

の
極

果
な

り
。
す
な
わ

ち
こ

れ
必

死
滅

度
の
願

よ
り

出
で

た
り
。
」（
『
註
釈
版

』
三
〇
七

貢
）
と

真
実

の
証
に

つ
い

て
述

べ
て

い
る

。
こ

こ
で

述
べ
ら

れ
て
い

る
「
利

他
円
満

の
妙
意

」
と
は

、「
他

力

よ
り
与

え
ら

れ
た
功
徳

の
欠
け

め
の

な
い
す

ぐ
れ

た
仏

の
位

」
で
あ

り

、
「
無

上
涅

槃
の
極

果
」

と
は

、
「

こ
の
上

な
い

仏
の

さ
と

り
の
果

」
で
あ
る

。
（
『

註
釈
版

』
三

〇

七
貢
）

こ
れ

は
「

智
慧

あ
る
が

故
に

生
死

に
住

せ
ず 

慈
悲

あ
る

が
故

に
涅
槃

に
住
せ
ず

」
と

い
わ
れ

る
無

住
処

涅
槃
（
菩
薩
は
涅

槃
の
さ

と
り

を
開

い
た

後
再
び

こ
の

世
に

還
っ

て
く
る

こ
と

）
の

こ
と

で
る
と

言
え
る
。

後
で

述
べ
る

親
鸞

に
お

け
る
、
他
力
に
よ

っ
て
与

え
ら

れ
る

最
も

優
れ
た

境
地

が
、
往
相

回
向
（

こ
の

上
な

い
さ

と
り
の

果

）
・
還
相
回

向
（
無

住
処

涅
槃
）
で

あ
る
こ

と
を

表

し
て
い

る
と

言
え

る
の

で
は
な

い
か

と
思

う
。 

次
に
真

実
の

証
と

は
具

体
的
に

何
か

、
述

べ
て

い
く
。

真
実

の
証

の
内

容
は
大

き
く
四
つ

に
分

け
る
こ

と
が

で
き
る
。

次
に
示
す

の
が
そ

れ
で

あ
る

。 

①
往
生

即
成

仏
「

往
相

回
向
の

心
行

を
獲

れ
ば

、
即
の

時
に

大
乗

正
定

聚
の
数

に
入
る
な

り
。

正
定
聚

に
住

す
る

が
ゆ
ゑ
に
、
か
な

ら
ず
滅

度
に

至
る

。
」
（
『
註

釈
版
』
三
〇

七
貢

）
つ
ま
り

、
往

生
即

成
仏

と
は
、
阿
弥

陀
仏

の
本
願
力
に

よ
っ
て
、
浄
土
へ
往
生

す
れ

ば
即
阿

弥
陀

仏
と

同
体

の
仏
果

を
得

る
と

い
う

こ
と
。 
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②
弥
陀

同
体

の
さ

と
り

。
先
に

述
べ

た
仏

果
を

親
鸞
は

、 

か
な
ら

ず
滅

度
に

至
る

は
す
な

は
ち

こ
れ

常
楽

な
り
。

常
楽

は
す

な
は

ち
こ
れ

畢
竟

寂
滅
な
り

。
寂
滅
は
す

な
は

ち
こ

れ
無
上

涅
槃
な

り
。

無
上

涅
槃

は
す
な

は
ち

こ
れ

無
為

法
身
な

り
。

無
為

法
身

は
す
な
は
ち

こ
れ

実
相

な
り
。

実
相

は
す
な
は

ち
こ
れ

法
性
な

り
。

法
性

は
す

な
は
ち

こ
れ

真
如

な
り

。
真
如

は
す

な
は

ち
こ

れ
一
如

な
り

。
（
『

註
釈
版
』
三

〇
七
貢
） 

と
い
う

言
葉

で
あ

ら
わ

し
、「

し
か

れ
ば

弥
陀
如

来
は
如

よ
り

来
生

し
て

、
報
・
応
・
化
、
種

々
の

身
を
示

し
現

じ
た
ま
ふ

な
り

」（
『
註

釈
版
』
三
〇

七
貢

）
と

阿
弥
陀

如
来

の
一

如
よ

り
示
現

を
述

べ
て

い
る

。「

し
か

れ
ば

」
と

い
う

接
続
詞

は
「
そ
う

で
あ

る
な
ら

と
い

う
意
味

で
あ

る
か

ら
、
浄
土
に

往
生

す
る

と
は

、
弥

陀
が

そ
こ

か
ら
顕

現
し
て

く
る

よ
う

な
一

如
の
さ

と
り
で
あ

る
と

い
う
こ

と
は

、

弥
陀
同

体
の

さ
と

り
を

め
ぐ
ま

れ
る

と
い

う
こ

と
で
あ

る
。
７ 

③
還
相

の
は

た
ら

き
が

含
ま
れ

る
。

往
生

人
の

証
が
、

弥
陀

同
体

の
さ

と
り
で

あ
る
な
ら

ば
、

当
然
、

往
生

人
も

弥
陀
と
同
じ
く
如

よ
り
来

生
し

、
還

相
摂

化
の
は

た
ら

き
を

す
る

と
い
う

こ
と

に
な

る
。
８ 

④
弥
陀

の
回

向
に

よ
る

証
。
弥

陀
が

如
よ

り
来

生
し
、

種
々

の
身

を
示

し
て
下

さ
る
と
い

う
こ

と
は
、

先
述

の
よ

う
な
証
を
得
る
の

は
、
「
往

還
の
回

向
は

他
力
に

よ
る

。
」
（
『
註

釈
版
２

０
６

貢
）

と
も

言
わ
れ

る
よ

う
に
、
弥

陀
の
は

た
ら

き
に

よ
る
と
い
う

こ
と
を

表

す

も

の

で

あ

る

。
９

以

上

の

こ

と

に

共

通

し

て

い

る

の

は

親

鸞

に

お

け

る

真

実

の

証

は

、

阿

弥

陀

如
来

に

よ

っ

て
恵

み

、

与

え

ら

れ
る
も

の
で

あ
る

と
い

う
こ
と

だ
。 
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第

二
節 

「

証
巻

」
に
お

け
る

涅
槃 

次
に
「

証
巻
」
に
お

け

る
涅
槃

に
つ

い
て
、
述

べ
た
い

と
思

う
。『
教

行
信
証

』
の
「

証
巻
」
に
は

、「
往

相
の
証
果

」
す
な
わ

ち
、

浄
土
に

生
ま

れ
、
仏
と

な
る
こ

と
と
「
還

相
の

悲
用

」
、
つ

ま
り

、
穢

土

に
還
っ

て
来
て
衆

生
を

救
済
す

る
（
還
来

穢
国

の
相
）
こ
と

と
い
う

往
相

と
還

相
と

が
明
か

さ
れ

て
い

る
。

ま
た
「

煩
悩

成
就

の
凡

夫
、
生

死
罪
濁
の

群
萌

、
往
相

回
向

の
心

行
を
獲
れ
ば
即
の

時
に
大

乗
正

定
聚

の
数

に
入
る

な
り

。
正

定
聚

に
住
す

る
が

ゆ
ゑ

に
、
か
な
ら

ず
滅
度
に

至
る

。
」（
『
註

釈
版

』
三

〇
七

貢
）
と

述
べ

ら
れ
て

い
た

。
親

鸞
に

お
い
て

は
、

阿
弥

陀
仏

の
本
願

力
に

よ
っ

て
、

浄
土
に

往
生
し
て

獲
得

す
る
の

が
証

果
で

あ
る
の
だ
。
次
に

そ
の
往

相
に

つ
い

て
考

察
し
て

い
く

。 

  
 

第

三
節 

往

相 

こ
れ
を

踏
ま

え
て

、
次

に
往
相

と
は

何
か

、
考

察
し
て

い
く

。
『

浄
土

真
宗
辞

典
』
に
は
「

還
相
に
対

す
る
語
。
往
生
浄
土
の

相
状

の
意
。
衆

生
が

浄
土

に

生
ま
れ

ゆ
く

す
が

た
の

こ
と
。
親

鸞
は

往
相

の

法
義
を

教
・
行
・
信
・
証

の
四
法

と
し

て
示

し
て
い
る

。
」（
『
浄

土
真
宗

辞
典

』
六

十
七

）
と
述

べ
ら

れ
て

い
た

。
往
相

と
は

「
必

死
滅

度
の
願

（
第

十
一

願
）
」
に
誓
わ
れ

た
も

の
で

、
十
一

願
は
、

「
た
と

ひ
わ

れ
仏

を
得

た
ら
ん

に
、
国
中

の
人

天
、
定

聚
に

住
し
、
必

ず
滅
度

に
至

ら
ず

は
、
正
覚
を
と
ら

じ
。
」
（
『

註
釈
版

』
十

七

貢
）
普

通
に

読
む

と
、

浄
土
に

生
ま

れ
た

者
を

、
仏
に

な
る

こ
と

に
決

定
し
て

い
る

正
定

聚
と
い
う
位

に
つ
け
し

め
、

必
ず
仏

に
な

ら
し
め

る
と

誓
わ

れ
て

い
る
願

と
理

解
す

る
こ

と
が
で

き
る

。
つ

ま
り

正
定
聚

に
至
ら
せ

る
と

誓
っ
た

も
の

で
あ

り
、
必
死
滅
度
は

必
ず
滅

度
に

至
る

べ
位

で
あ
る

と
正

定
聚

を
説

明
し
た

も
の

と
受

け
取

る
こ
と

が
で

き
る

の
だ
。 
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次
に
第

十
一

願
成

就
文

を
見
て

み
る

と
、「
そ

れ

衆
生
あ

り
て

か
の

国
に

生
る
る

も
の
は
、
み

な
こ
と
ご
と
く

正
定

聚
に

住
す
。
ゆ

ゑ
は
い

か
ん

。
か
の
仏

国
の
な

か
に

は
も

ろ
も

ろ
の
邪

聚
お

よ
び

不
定

聚
な
け

れ
ば

な
り
。
」（
『
註

釈
版

』
四

一
貢

）
浄

土
に
往

生
し

た
も
の

は
、

全
て

正
定

聚
の
位

に
住

せ
し

め
ら

れ
る
。

な
ぜ

な
ら

ば
、

阿
弥
陀

仏
の
浄
土

に
は

、
邪
定

聚
や

不
定

聚
の
者
は
い
な
い

か
ら
で

あ
る

。
と

説
か

れ
て
い

る
。 

曇
鸞
は

、
『
論
註

』
下

の
三
願

的
証

の
釈

で
第

十
一
願

文
を

引
き

、
「

仏
願
力

に
よ
る
が

ゆ
ゑ

に
正
定

聚
に

住
す

る
。
正
定
聚
に
住

す

る

が

ゆ

ゑ

に

、

か

な

ら

ず

滅

度

に

至

り

て

、

も

ろ

も

ろ

の

回

状

の

難

な

し

。

ゆ

ゑ

に

速

や

か

な

る

こ
と

を

得

る

二
の

証

な

り

。
」

（
『

往
生

論
註

』
「

三
願

的
証
の

釈

」
『
註

釈
版

七
祖
編

』
一

五
六

貢
）
と
述
べ

て
い

る
。
つ
ま

り
浄
土

に
生

ま
れ
た
者

は
、
第

十
一

願

力
に
よ

る
か

ら
正

定
聚

の
位
に

至
ら

し
め

ら
れ

る
。
す

で
に

正
定

聚
に

住
し
て

い
る

か
ら

、
も
ろ
も
ろ

の
回
伏
の

難
な

く
、
速

や
か

に
至
こ

と
が

で
き

る
と

い
わ
れ

て
い

る
の

だ
。

こ
れ
を

あ
え

て
親

鸞
は

、
第
十

一
願
は
滅

度
に

い
た
ら

し
め

る
こ

と
を
誓
わ
れ
た
願

だ
と
明

か
し

て
い

る
。

こ
れ
は

正
定

聚
を

信
の

一
念
に

現
生

に
お

い
て

得
る
利

益
と

し
、

そ
れ
も
仏
因

円
満
し
た

一
生

補
処
の

弥
勒

と
同
じ

、
金

剛
心

の
菩

薩
と
み

ら
れ

た
か

ら
だ

。 

親
鸞
は

第
十

一
願

を
現

生
の
利

益
と

し
て

正
定

聚
を
捉

え
ら

れ
て

い
る

。
こ

れ
は

、「
信

巻
」
の

現
生
十

益
の

十
番

目
に
あ
る
「
入

正
定
聚

の
益

」
で

語
ら

れ
て
い

る
こ

と
か

ら
も

伺
う
こ

と
が

で
き

る
が

、「

証
巻

」
の
冒

頭
に

は
「
つ
つ

し
ん
で
真

実
の
証
を
顕
さ
ば

、

す
な
は

ち
こ

れ
利

他
円

満
の
妙

位
、
無
上

涅
槃

の
極
果

な
り

。
」（
『
註

釈
版
』
三
〇
七
貢

）
と

現
生
の

利
益
と
し

て
の

正
定
聚
（
不
退

転
）
と
当

益
の

利
益
と

し
て
の

滅
度
（

成
仏

）
の
現
当

二
益

が
誓

わ
れ

て
い
る

と
捉

え
て

い
た

こ
と
が

わ
か

る

。
１

０

真
実
の

証

は

当

来
に
涅

槃
に

至
る

こ
と

で
、
現

生
で

正
定

聚
に

至
る
こ

と
は

証
で

は
な

く
利
益

で
あ
る
の

だ
。

ま
た
『

如
来

二
回

向
文
』
に
は
「
こ
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の
必
死

滅
度

の
大

願
を

お
こ
し

た
ま

ひ
て

、
こ

の
真
実

信
楽

を
得

た
ら

ん
人
は

、
す
な
わ

ち
正

定
聚
の

位
に

住
せ

し
め
ん
と
誓
ひ
た

ま
へ
り

。
」
（
『
註

釈
版

７
２
２

貢

』
）
と

あ
り

、
『
一
念

多
念

文
文

意
』

に
は
、 

か
く
の

ご
と

く
法

蔵
菩

薩
誓
ひ

た
ま

へ
る

を
、
釈
迦
如

来
、
五
濁
の

わ

れ
ら
が

た
め

に
説
き
た

ま
へ
る
文
の

こ
こ

ろ
は

、「
そ

れ

衆
生
あ

っ
て

、
か

の
国

に
生
ま

れ
ん

と
す

る
も

の
は
、

み
な

こ
と

ご
と

く
正
定

の
聚
に
住

す
。

ゆ
ゑ
は

い
か

ん
と

な
れ
ば
、
か

の
仏
国

の
う

ち
に

は
も

ろ
も
ろ

の
邪

聚
お

よ
び

不
定
聚

な
け

れ
ば

な
り

」
と
の
た
ま
へ

り

。（
『

註
釈
版
』
六
七
九

〜
六

八

〇
貢
） 

と
「
か

の
国

に
生

る
れ

ば
」
を

「
か

の
国

に
生

ま
れ
ん

と
す

る
も

の
は

」
と
『

如
来
会
』

の
成

就
文
を

根
拠

と
し

て
読
み
替
え
ら
れ

て
い
る

こ
と

か
ら

も
言

え
る
。

つ
ま

り
現

生
正

定
聚
と

は
現

生
に

お
い

て
往
生

が
定

ま
る

こ
と
で
あ
り

、
彼
土
正

定
聚

と
は
浄

土
に

生
ま
れ

修
行

を
し

、
さ

と
り
を

得
る

も
の

で
あ

る
。 

次
に
往

生
即

成
仏

と
親

鸞
が
述

べ
て

い
る

こ
と

に
つ
い

て
詳

し
く

見
て

行
く
。

往
生

即
成

仏
の
理
由
と
し
て

梯
実

圓
氏

は
、 

親
鸞
聖

人
が

往
生

す
る

こ
と
が

成
仏

す
る

こ
と

で
あ
る

と
言

わ
れ

た
理

由
と
し

て
、
一

つ
に

は

正
定
聚

を
現

生
の

益
と
み
な
し
、

し
か
も

そ
れ

を
弥

勒
菩

薩
と
同

じ
一

生
補

処
の

位
で
あ

る
と

い
わ

れ
た

こ
と
と
、
二

に
は

真
実

報
土
は

無
上

涅
槃
で
あ

り
大
涅

槃
の
境

界
で

あ
っ

て
阿

弥
陀
仏

の
悟

り
の

領
域

で
あ
る

と
み

ら
れ

て
い

た
こ
と

に
し

ぼ
っ
て
考

察
す
る
こ
と

に
し

た
い

。
１

１ 

と
述
べ

て
お

ら
れ

た
。

ま
ず
、

正
定

聚
を

現
生

の
益
と

み
な

し
、

し
か

も
そ
れ

を
弥
勒
菩

薩
と

同
じ
一

生
補

処
の

位
で
あ
る
と
い
わ

れ
た
こ

と
に

つ
い

て
は

、「

し
か

る
に

煩
悩
成

就
の
凡

夫
、
生
死

罪
濁

の
群
萌

、
往
相
回

向
の

心
行
を

獲
れ

ば
、
即
の

と
き
に

、
大

乗

正
定
聚

の
数

に
入

る
な

り
。
正

定
聚

に
住

す
る

が
ゆ
ゑ

に
、
か
な

ら
ず

滅
度
に

至
る
。
」（
『
註
釈
版
』
三
〇

七
貢

）
現

生
に
お

い
て

往

相
回
向

の
心

行
（

信
行

）
を
得

た
と

き
即

座
に

大
乗
正

定
聚

の
位

に
住

せ
し
め

ら
れ

て
い

る
か
ら
で
あ

る
と
「
証

巻
」

に
あ
る

こ
と
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か
ら
見

る
こ

と
が

で
き

る
。
ま

た
親

鸞
に

依
れ

ば
、
本

願
を

信
じ

念
仏

す
る
行

人
は
仏
智

を
賜

っ
て
い

る
か

ら
、

た
だ
今
の
一
生
が

終
わ
れ

ば
、

阿
弥

陀
如

来
と
同

じ
最

高
の

さ
と

り
を
完

成
せ

し
め

ら
れ

る
の
だ

。
「
信
巻
」
に

、
「
ま
こ

と
に
知
ん

ぬ
、

弥
勒
大

士
は

等
覚
の

金
剛

心
を

窮
む

る
が
ゆ

ゑ
に

、
竜

華
三

会
の
暁

、
ま

さ
に

無
上

覚
位
を

極
む
べ
し

。
念

仏
の
衆

生
は

横
超

の
金
剛
心
を
窮
む

る
が
ゆ

ゑ
に

、
臨

終
一

念
の
夕

べ
、
大
般

涅
槃

を
超
証

す

。
」
（
『
註

釈

版
』
二
六
四
貢

）
と
あ

る
の
は

、
先

ほ
ど

述
べ

た
意
味

で
、
一

生
補
処

の
菩

薩
を

等
覚

と
い
う

よ
う

に
、

念
仏

の
行
者

は
「

す
な

わ
ち

弥
勒
と

同
じ
」
と

い
う

わ
け
で

、
往

生
の

因
が
南
無
阿
弥
陀

仏
な
ら

、
往

生
の

果
も

弥
陀
同

体
の

平
等

の
証

果
と
い

う
わ

け
だ

。 

親
鸞
が

明
ら

か
に

し
た

正
定
聚

と
曇

鸞
の

正
定

聚
は
違

い
が

あ
る

。
曇

鸞
は
龍

樹
菩

薩
の
『
十

住
毘
婆

沙
論

』
で

説
か
れ
た
阿

毘

跋
致
（
不
退

転

）
を
正

定
聚
と

理
解

し
、
「

入

相
の
な

か
に

、
初

め
に

浄
土
に

至
る

は
、
こ
れ

近
の
相

な
り

。
い

は
く

、
大

乗
正
定
聚

に
入
て

、
阿

耨
多

羅
三

藐
三
菩

提
に

近
づ

く
な

り
。
浄

土
に

入
り

を
れ

ば
、
す

な
は
ち
如

来
（

阿
弥
陀

仏
）

の
大

会
衆
の
数
に
入
る

な
り

。
」
（
『
註
釈

版
七

祖
編
』

一
五

〇
貢

）
と

あ
る
よ

う
に

、
そ

れ
を

五
果
門

の
中

の
近

門
・

大
会
衆

門
に

あ
た
る
と

さ
れ
て

い
る

。

こ
れ
は

『
論

中
』

に
、
「
仏
力

住
持

し
て

、
す

な
は
ち

大
乗

正
定

聚
の

数
に
入

る
。

正
定

は
す

な
は
ち

こ
れ

阿
毘
跋
致

な
り

。
」
（
『
註

釈
版
』

一
五

五
貢

）
と

あ
る
こ

と
か

ら
も

伺
う

こ
と
が

で
き

る
。

つ
ま

り
阿
毘

跋
致

と
は
正
定

聚
を
菩
薩
の

初
地

（
歓

喜
地
）

の
位

で
あ
る

わ
け

で
、

親
鸞

は
、
「
行

巻
」
に

、 

い
か
に

い
は

ん
や

十
方

群
生
海

、
こ

の
行

信
に

帰
命
す

れ
ば

摂
取

し
て

捨
て
た

ま
は

ず
。
ゆ
ゑ

に
阿
弥
陀
仏

と
名

づ
け

た
て
ま

つ
る
と

。
こ

れ
を
他

力

と
い
ふ

。
こ

こ
を
も

っ

て
龍
樹

大
士

は
「
即

時

入
必
定

」
と
意
へ
り
。
曇
鸞
大

士
は
「
入
正

定

聚
之
数
」

と
い
へ

り

。
（
『
註

釈
版

』
一
八

六
〜

一
八

七
貢

） 
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と
言
い
、
正
定

聚
は

他

力
信
心

の
行

者
が
「

行

信
に
帰

命
す

れ
ば
」
す

な
は
ち

平
生

の
信

の
一

念
に
与

え
ら
れ
る

利
益

で
あ
る

と
し
、

（
現
生

正
定

聚
）『

論

中
』
の
妙

声
功

徳
釈
の

文
、「
「
も

し
人

た
だ
安

楽
浄
土

の
名

を
聞

き
て

往
生
を

欲
願
す
る

に
、
ま
た
願

の
ご

と

く
な
る

こ
と

を
得

」（
『

七
祖
篇

』
七

〇
貢

）
を

、「
も
し

人
た

だ
か

の
国

土
の
清

浄
安
楽
な

る
を

聞
き
て

、
剋
念
し

て
生

ぜ
ん
と

願
ぜ

ん
も
の

と
、
ま
た

往
生

を
得
る

も
の

と
は

、
す

な
は
ち

正
定

聚
に

入
る

。
」
（
『
註
釈

版
』
三
〇

九

貢
）
と
読
み

替
え
、
剋
念
往
生
す
る

も
の
、

つ
ま

り
此

土
と

、
浄
土

に
往

生
し

た
も

の
つ
ま

り
彼

土
の

、
二

種
の
正

定
聚

が
あ

る
と
し
、
彼

土
で
の
正

定
聚

も
示
し

て
お

り
、
彼

土
で

の
正

定
聚

は
、
浄

土
に

往
生

し
て

仏
の
さ

と
り

を
開

い
た

者
が
示

現
す
る
広

門
示

現
の
相

（
浄

土
の

菩
薩
は
内
に
さ
と

り
を
ひ

ら
き

、
外

に
は

菩
薩
の

す
が

た
を

現
し

て
い
る

と
い

う
こ

と
）

と
し
て

い
る

。 

次
に
往

生
即

成
仏

の
二

つ
目
、

真
実

報
土

は
無

上
涅
槃

で
あ

っ
て

、
阿

弥
陀
如

来
の

さ
と
り
の

領
域
で

あ
る

と
見

ら
れ
て
い
る

こ

と
に
つ

い
て

述
べ

た
い

と
思
う

。
こ

の
こ

と
に

つ
い
て

梯
実

圓
氏

は
、 

法
蔵
菩

薩
の

本
願

に
報

い
て
成

就
さ

れ
た

真
実

報
土
は

、
因

位
の

願
行

に
報
い

た
果

徳
の
世
界

で
あ
る
と
同

時
に

、
無

分
別
智

（
法
性

法
身

）
か

ら
示

現
さ
れ

た
大

悲
・
後
得

智
（
方

便
法

性
）
の

世

界
で
も

あ
る

と
み

ら
れ
て
い
た

。
（

中
略
）
虚

妄

分
別
に

閉
ざ
さ

れ
て

い
る

煩
悩

具
足
の

衆
生

を
導

い
て

、
自
他

一
如

、
生

死
即

涅
槃
、
怨
親

平
等

と
い

っ
た
一

如
の

悟
り
に
か

な
わ
し

め
る
た

め
の

大
悲

方
便

の
施
設

で
あ

っ
た

。（

中

略
）
聖

人
は
、
煩
悩

を

転
じ
て
さ
と

り
を

得
ら

し
め
る

と
い

う
一
如
の

徳
を
も

っ
た
大

涅
槃

の
領

域
と

し
て
浄

土
を

捉
え

て
い

か
れ
た

。
そ

れ
ゆ

え
真

実
報
土
に
往

生
す

る
こ

と
は
、

生
仏

の
仮
名
を

絶
し
、

救
う
も

の
と

救
わ

れ
る

も
の
と

が
一

つ
に

溶
け

合
う
こ

と
で

あ
っ

て
、
そ
れ
を

成
仏

と
い

う
の
で
あ
る

。（
中
略

）
救

済

の
究
極

の
姿
は

、
救

わ
れ

た
衆

生
が
、

救
い

た
ま

う
阿

弥
陀
仏

が
そ

こ
か

ら
示

現
し
て

こ
ら

れ
た
一
如

の
領
域
に
証

入
す

る
こ

と
で
あ
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っ
て
、

救
う

も
の

と
救

わ
れ
る

も
の

と
が

一
つ

に
な
る

こ
と

で
あ

っ
た

。
聖
人

は
そ

の
よ
う
な

一
如
を
悟
る

こ
と

で
あ

る
よ
う

な
往
生

を
難

思
議

往
生

と
言
わ

れ
た

の
で

あ
っ

た
。
１

２ 

と
述
べ

ら
れ

て
い

た
。

親
鸞
に

と
っ

て
成

仏
と

は
、
救

う
も

の
と

救
わ

れ
る
も

の
と
が
一

つ
に

溶
け
合

う
と

い
う

こ
と

で
る
と

い
う

梯
実
圓

氏
は

、
往
相

の

証
果
を

顕
さ

れ
た

最
後

に
、
阿

弥
陀

如
来
の

一

如
よ
り

の
示
現
を

述
べ

て
、「

し
か

れ
ば

弥
陀
如

来
は
如

よ
り

来
生
し

て
、
報
・
応
・
化
、
種
々
の

身
を

示
し

現
じ
た

ま
ふ

な
り

。
」
（
『
註

釈
版

』
三

〇
七

貢
）
と

言
わ
れ

る
、
一
見

唐
突
に
見
え

る

こ
の
文

章
の

中
に

、
往

生
即
成

仏
と

言
わ

れ
る

生
仏
一

如
の

悟
り

の
有

様
が
示

さ
れ
て
い

る
と

述
べ
ら

れ
て

い
た

。
救
済
の
究
極
の

す
が
た

は
、

先
ほ

ど
も

述
べ
た

よ
う

に
、

救
わ

れ
た
衆

生
が

、
救

い
た

ま
う
阿

弥
陀

如
来

が
そ
こ
か
ら

示
現
し
て

こ
ら

れ
た
一

如
の

領
域
に

証
入

す
る

こ
と

で
あ
っ

て
、

救
う

も
の

と
、
救

わ
れ

る
も

の
と

が
、
一

つ
に
な
る

こ
と

で
あ
る

の
だ

。 

 

 
 

第

四
節 

還

相 

還
相
と

は
『

浄
土

真
宗

辞
典
』

に
は 

往
相
に

対
す

る
語
。
還

来
穢
国

の
相

状
と

い
う

意
。
浄
土

に
往

生
し

た

者
が
、
再

び
穢
土
に

還
り
来
て
、
他
の

衆
生

を

教
化

し
て
、
仏

道
に

向
か

わ

せ
る
す

が
た

の
こ

と
。
ま
た
従

果
還

因
の

相
状

の
意
で
、
往
生

成
仏

の

証
果
を

開
い

た
者

が
、
果
よ

り
因
に

還
り

、
菩

薩
の

相
を
現

し
て

自
利

利
他

の
徳
を

示
現

す
る

こ
と

を
い
う

。
１

３ 

と
書
か

れ
て

い
た
。
親

鸞
は
「
浄

土
真

宗
は

大

乗
の
な

か
の

至
極

な
り

」
（
『
註
釈

版
』
七

三
七
貢
）
と
『

御
消
息
』
の

中
で
述

べ

て
い
る

。
こ

れ
は

、
す

べ
て
の

人
を

自
在

に
寂

静
無
為

の
悟

り
導

く
利

他
活
動

が
で

き
る

身
と

な
る
か

ら
で

あ
る
。
１

４

ま

た
「

証
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巻
」
で

は
、
「
二

つ
に

還
相
の

回
向

と
い

ふ
は

、
す
な

わ
ち

こ
れ

利
他

教
化
地

の
益

な
り

。
す

な
わ
ち

こ
れ

必
死
補
処

の
願
（

第

二
十
二

願
）
よ
り

出
で

た
り
。
ま
た

一
生

補
処

の
願
と

名
づ

く
。
ま
た

還
相
回

向
の

願
と

名
づ

く
べ
き

な
り

。
」
（
『
註

釈
版
』
三

一
三
貢

）
と

、
還

相
回

向
と
は

利
他

教
化

の
活

動
で
あ

る
と

述
べ

ら
れ

て
い
る

。 

次
に
一

生
補

処
の

願
、

還
相
回

向
の

願
と

名
付

け
ら
れ

た
、

第
二

十
二

願
を
梯

実
圓

氏
の

書
き
下
し
で
見
て

み
る

と
、 

た
と
ひ

わ
れ

仏
を

得
た

ら
ん
に

、
他

方
仏

土
の

も
ろ
も

ろ
の

菩
薩

衆
、

わ
が
国

に
来

生
せ
ば
、

究
竟
し
て
か

な
ら

ず
一

生
補
処

に
至
ら

し
め

ん
。
そ

の

本
願
あ

り
て
、
自
在

に

化
せ
ん

と
す

る
所

の
衆

生
の
為

の
ゆ
ゑ
に
、
弘
誓
の
鎧

を
被

て
徳

本
を
積
累
し
、

一
切
を

度
脱

し
、

諸
仏

の
国
に

遊
び

て
、

菩
薩

の
行
を

修
し

、
十

方
の

諸
仏
如
来
を

供
養

し
、

恒
沙
無

量
の

衆
生
を
開

化
し
て

無
上
正

真
の

道
に

立
せ

し
め
、

常
倫

に
超

出
し

て
諸
地

の
行

現
前

し
、

普
賢
の

徳
を

修
習
せ
ん

も
の
を
除
く

。
若

し
し

か
ら
ず

は
正
覚

は
取

ら
じ

。
１

５ 

と
な
っ

て
い

る
。

そ
の

ま
ま
理

解
す

る
と

こ
の

願
は

、
「

一
生
補

処
に

至
ら
し

め
る
こ
と

を
誓

わ
れ
た

願
」

で
あ

り
、
穢
土
に
還
っ 

て
衆
生

を
救

済
す

る
と

い
う
こ

と
は

、
他

方
仏

土
の
菩

薩
（

願
生

者
）

が
起
こ

し
た
願
い

で
あ

っ
て
、

阿
弥

陀
如

来
が
還
相
回
向
を

誓
っ
た

願
と

は
言

え
な

い
。
こ

れ
を

踏
ま

え
て

曇
鸞
の

二
十

二
願

を
梯

先
生
の

書
き

下
し

で
見
て
み
る

と
、 

た
と
ひ

わ
れ

仏
を

得
た

ら
ん
に

、
他

方
仏

土
も

ろ
も
ろ

の
菩

薩
衆

、
わ

が
国
に

来
生

せ
ば
、
究

竟
し
て
か
な

ら
ず

一
生

補
処
に

至
ら
ん

。
そ

の
本

願
あ

り
て
、

自
在

に
所

化
の

衆
生
の

為
の

ゆ
ゑ

に
、

弘
誓
の
鎧
を

被
て

徳
本

を
積
累

し
、

一
切
を
度

脱
し
、

諸
仏
の

国
に

遊
び

て
、

菩
薩
の

行
を

修
し

、
十

方
の
諸

仏
如

来
を

供
養

し
、
恒

沙
無

量
の
衆
生

を
開
化
し
て

無
上

正
真

の
道
を

立
せ
し

め
ん

を
ば

除
く

。
常
倫

諸
地

の
行
を

超

出
し
、
現
前

に
普
賢

の

徳
を
修

習
せ

ん
。
も
し

し
か
ら

ず
は

正
覚
を
と

ら

じ
１

６ 
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と
な
っ

て
い

る
。
曇

鸞

は
常
倫

を
超

え
て

一
生

補
処
に

い
た

ら
し

め
る

こ
と
を

誓
っ

た
願
と
捉

え
て
い
た
と

言
え

る
。「

常
倫
諸

地
の

行
を
超

出
し

、
現

前
に

普
賢
の

徳
を

修
習

せ
ん

」
を
除

外
例

と
し

て
示

し
た
菩

薩
の
内
容

で
は

な
く
、

一
生

補
処

の
位
に
い
た
ら
し

め
る
菩

薩
の

内
容

と
さ

れ
て
い

る
の

だ
。
『
往

生
論
中

』
の

三
願

的
証

の
と
こ

ろ
で

、
二
十
願

を
引
用
し

、
「
仏

願
力
に
よ
る
が
ゆ

ゑ

に
、
常

倫
諸

地
の

行
を

超
出
し

、
現

前
に

普
賢

の
徳
を

修
習

せ
ん

。
常

倫
諸
地

の
行
を
超

出
す

る
を
も

つ
て

の
ゆ

ゑ
に
速
や
か
な
る

こ
と
を

得
る

三
の

証
な

り
」
（
『

七
祖

篇
』

一
五

七
貢
）

と
あ

る
こ

と
か

ら
わ
か

る
。
曇
鸞

の
い

う
一
生

補
処

は
衆

生
が
仏
に
向
か
う

と
い
う

従
因

至
果

の
一

生
補
処

で
あ

る
。
つ

ま

り
曇
鸞

に
お

い
第

二
十

二
願
は

、「

常
倫

を
超
え

て
一
生

補
処

に
い

た
ら
し
め
る
こ
と

を
誓
っ

た
願
」
で
あ

り
、
穢
土
に

還
っ

て
衆

生
を

救
済
す

る
と

い
う

こ
と

は
、
従
因

至
果
の
一

生

補
処
の

菩
薩

の
は
た
ら

き
な
の

だ
。

浄
土
に

往
生

し
た

も
の

が
、
つ

き
な

み
に

一
地

か
ら
二

地
、

三
地

と
位

が
上
が

っ
て

い
く

の
で
は
な
く

、
速
や
か

に
、

一
生
補

処
の

位
に
至

ら
し

め
ら

れ
、

普
賢
菩

薩
の

よ
う

な
至

極
の
救

済
活

を
な

す
の

だ
。
こ

の
速
や
か

の
根

拠
が
、

弥
陀

の
本

願
に
あ
る
と
す
る

の
で
あ

る
。

梯
実

圓
氏

は
、 

曇
鸞
に

お
け

る
還

相
回

向
を
、

浄
土

に
往

生
し

て
、
近

門
・

大
会

衆
門

・
宅
門

・
屋

門
と
い
っ

た
自
利
の
徳

を
完

成
し

て
、
八

地
以
上

の
大

菩
薩

と
な

っ
た
聖

者
の

な
す

利
他

教
化
の

こ
と

で
、

五
功

徳
門
の
な
か

の
第

五
園

林
遊
戯

地
門

の
こ
と
で

あ
り
、

そ
れ
は

、
苦

悩
の

衆
生

を
救
う

た
め

に
、

煩
悩

の
渦
巻

く
穢

土
に

還
っ

て
来
て

、
自

ら
の
定
聚

し
た
功
徳
を

人
々

に
回

向
し
、

浄
土
へ

導
い

て
い

く
か

ら
還
相

回
向

と
い

う
の

で
あ
る

。（

中
略

）
本

願

力
は
強

力
な
僧
上

縁
で

は
あ
る

が
、
往
還
回

向

の
主
体

は
願
生

行
者

で
あ

る
と

い
う
の

が

、
『
論

中
』

の
当
分

の
見

方
で

あ
ろ

う
。
１

７ 

と
述
べ

て
い

た
。

次
に

親
鸞
の

還
相

回
向

に
つ

い
て
見

て
行

く
。

親
鸞

は
第
二

十
二
願
を

還
相

回
向
の

願
と

し
、 
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た
と
ひ

わ
れ

仏
を

得
た

ら
ん
に

、
他

方
仏

土
の

も
ろ
も

ろ
の

菩
薩

衆
、

わ
が
国

に
来

生
し
て
、

究
竟
し
て
か

な
ら

ず
一

生
補
処

に
至
ら

ん
。

そ
の

本
願

の
自
在

の
所

化
、

衆
生

の
た
め

の
ゆ

ゑ
に

、
弘

誓
の
鎧
を
被

て
、

徳
本
を
積
累

し
、
一
切

を
度

脱
せ
し

め
、
諸

仏
の

国
に

遊
び

て
、
菩

薩
の

行
を

修
し

、
十
方

の
諸

仏
如

来
を

供
養
し

、
垣

沙
無
量
の

衆
生
を
開
化

し
て

無
上

正
真
の

道
を
立

せ
し

め
ん

を
ば

除
く
。

常
倫

に
超

出
し

、
諸
地

の
行

現
前

し
、

普
賢
の
徳
を

修
習

せ
ん

。
も
し

し
か

ら
ず
は
、

正
覚
を

取
ら
じ

。
（
『

註
釈

版
』

三
一
六

貢
） 

と
読
ま

れ
て

い
る

。
親

鸞
は
第

二
十

二
願

を
「

還
相
回

向
を

誓
っ

た
願

」
と
し

、
三
段
に

分
け

理
解
さ

れ
て

い
る

と
い
う
こ
と
に
な

る
。
一

段
目

は
「

一
生

補
処
に

至
ら

し
め

る
」

と
い
う

部
分

で
、

こ
の

部
分
は

浄
土

に
往

生
し
た
も
の

が
、
仏
と

な
っ

た
後
、

従
果

降
因
し

て
一

生
補

処
の

菩
薩
と

な
る

こ
と

を
誓

っ
て
い

る
の

で
あ

り
、

還
相
の

菩
薩

の
浄

土
に

お
け
る

位
相

（
本
国
位

相
）
を

示
し

た
も
の

と
受

け
取

ら
れ

て
い
る

。
二

段
目

、
除

外
例
以

下
は

、
従

果
降

因
し
た

還
相
の
菩

薩
が

、
衆
生

を
救

済
（

他
方
摂
化
）
す
る

す
が
た

を
現

し
た

も
の

で
、
「
そ
の

本
願

」
と

は
「
二
十

二
願

」
の
こ

と

で
あ
り

、
本

願
の
は
た

ら
き
に
よ
っ

て
、
衆
生

を
救
済
す
る

こ
と
を

可
能

な
ら

し
め

る
と
受

け
取

ら
れ

て
い

る
の
だ

。
三

段
目

、「

常

倫
に
超

出
し

、
諸
地
の

行
現
前
し
、
普
賢

の
徳

を
修
習

せ
ん

」

は
「
本

国
位

相
」

も
「

他
方
摂

化
」

も
、

従
果

降
因
の

相
で

あ
る

の
で

、
常
並

の
菩

薩
の

階
位
を
超
え

て
機
縁
に

応
じ

て
自
在

に
姿

を
変
え

て
、
教
化

が
な

さ
れ
て

い
る

こ
と

を
示

し
た
も

の
と

受
け

取
ら

れ
て
い

る
。
梯
実

圓
氏
に
よ
れ

ば
『

浄
土

和
讃
』
に
は

、「
安

楽
無
量

の
大

菩
薩 

一

生
補
処

に
い

た
る

な
り 

普
賢

の
徳

に
帰

し
て

こ
そ 

穢
土
に
か

な
ら

ず
化
す

る
な

れ
」
（
『
註
釈
版
』

五
五

九
貢
）

の
「

普
賢

の
徳

」
の
左

訓
に

「
わ

れ
ら

衆
生
、

極
楽

に
ま

い
り

な
ば
、

大
慈
大
悲

を
お

こ
し
て

、
十

方
に

至
り
て
衆
生
を
利

益
す
る

な
り

。
仏
の

至

極
の
慈

悲
を

普
賢

と
も

う
す
な

り

」
１

８

と
あ
り

、
浄
土
に
往
生

し
た

も
の

は
、
一
生

補
処
の
位

に

至
り

、
普
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賢
の
徳

に
従

っ
て

、
衆

生
を
救

済
す

る
が

、
こ

の
菩
薩

の
徳

こ
そ

、
仏

の
至
極

の
慈
悲
だ

と
受

け
止
め

ら
れ

て
い

る
の
だ
。
つ
ま
り

親
鸞
に

お
い

て
還

相
と

は
、
仏

に
な

っ
た

も
の

が
行
う

至
極

の
慈

悲
活

動
な
の

だ
。

親
鸞

に
お

け
る
還

相
の

活
動

は
、
浄
土
に
往
生

し
た
も

の
が

成
仏

し
た

後
。
従

果
降

因
し

て
菩

薩
の
位

に
お

い
て

こ
れ

を
な
す

の
だ
。
ま

た
そ

れ
を
可

能
な

ら
し

め
る
の
は
本
願
の

は
た
ら

き
と

さ
れ

て
い

る
の
だ

。
こ

れ
を

梯
実

圓
氏
は

、 

曇
鸞
教

学
を

展
開

さ
せ

て
親
鸞

は

、（

中
略

）
浄

土
に
往

生
し

て
自

利
の

悟
り
を

極
め

た
も
の
に

、
大
悲
を

起
こ

さ
し
め

、
自

在

無
碍
に

衆
生

救
済

の
は

た
ら
き

を
な

さ
し

め
た

ま
う
こ

と
を

還
相

回
向

と
い
わ

れ
た

の
で
あ
る

。
す
な
わ
ち

往
還

す
る

の
は
衆

生
で
あ

る
が

、
往

還
せ

し
め
る

の
は

如
来

の
本

願
力
の

は
た

ら
き

で
あ

る
こ
と
を
本

願
力

回
向

と
い
わ

れ
た

の
で
あ
る

か
ら
回

向
の
主

体
は

阿
弥

陀
仏

で
あ
っ

た
。
１

９ 

親
鸞
聖

人
の

い
わ

れ
る

還
相
は

単
に

穢
土

に
還

来
し
て

利
他

の
活

動
を

行
う
と

い
う

だ
け
で
は

な
く
、
浄
土

、
穢

土
に

関
わ
ら

ず
、
仏

果
を

極
め

た
も

の
が
菩

薩
の

相
を

現
し

て
、
自

利
利

他
の

徳
を

示
現
す
る
従

果
降

因
（

果
よ
り

因
に

降
る
）
の

活
動
す

べ
て
を

還
相

と
よ

ば
れ

て
い
た

と
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

す
な

わ
ち

曇
鸞
大

士
の

場
合
は
、

還
相
と
は
「

還
来

穢
国

の
相
」

と
い
う

意
味

で
あ

っ
た

が
、
親

鸞
聖

人
に

な
る

と
「
従

果
還

因
（

果
よ

り
因
に
還
る

）
の

相
状

」
と
い

わ
ね

ば
な
ら
な

い
よ
う

な
内
容

に
転

換
さ

れ
て

い
た
。
２

０ 

と
述
べ

ら
れ

て
い

た
。
そ
ん
な

従
果

還
因

の
相

を
梯
実

圓
氏

は
、『
教

行
信
証

の
宗

教
構

造
』
で
、
仏

果
の
徳
相

を
、
菩
薩
の

自
利
利

他
の
活

動
相

を
も

っ
て

顕
す
こ

と
で

あ
る

と
し

、
還
相

と
は

、
従

果
降

因
し
て

、
あ
ら
ゆ

る
も

の
に
身

を
変

現
し

て
衆
生
を
仏
道
に

引
き
入

れ
て

い
く

観
音

菩
薩
の

変
幻

自
在

の
活

動
（
普

門
示

現
）

を
す

べ
て
の

往
生

者
が

行
う
こ
と
で

あ
る
と
結

論
づ

け
ら
れ

て
い
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た
。 次

に
菩

薩
の

あ
り

方
を

示
す
四

種
の

功
徳

に
つ

い
て
も

述
べ

て
い

く
。

こ
れ
は

、
往

生
人

の
四
種
の
功
徳
を

説
い

て
還

相
回
向

の

活
動
を

示
す

も
の

で
あ

り
、
『
浄

土
論

』
の
「
か

の
菩
薩

を
観

ず
る

に
、
四
種
の

正
修
行
功

徳
成

就
し
た

ま
へ

る
こ

と
あ
り
」（
『

七
祖

篇
』
三

七
貢

）
と

い
う

言
葉
に

も
あ

る
よ

う
に

「
真
如

は
こ

れ
諸

法
の

正
体
な

り
。
体
、

如
に

し
て
行

ず
れ

ば
す

な
わ
ち
こ
れ
不
行

な
り
。
不
行

に
し

て
行

ず
る
を

如
実

修
行

と
名

づ
く

。
」（
『
註

釈
版

』
三

一
八
貢

）
真

如
が

す
べ
て
の
も

の
の
本
当

の
姿

で
あ
る

。
真

如
（
真

実
）

に
か

な
っ

て
修
行

す
れ

ば
、

不
行

（
と
ら

わ
れ

を
離

れ
た

修
行
）

で
あ

り
、

不
行
と
し
て

行
ず
る
の

で
、

如
実
の

修
行

と
名
づ

け
る

と
、

菩
薩

の
荘
厳

功
徳

の
性

質
を

明
か
し

て
い

る
。

そ
れ

は
本
来

、
真
如
か

ら
の

無
限
の

は
た

ら
き

で
あ
る
が
、
次
に

四
種
の

功
徳

と
し

て
明

か
し
て

い
く

の
で

あ
る

。
こ
の

菩
薩

四
種

功
徳

こ
そ
、

還
相

回
向

の
大
悲
の
活

動
を
具
体

的
に

示
さ
れ

る
も

の
で
あ

り
、
不

虚
作

の

願
力
の

は
た

ら
き

を
具

体
的
に

説
く

も
の

で
あ

る
と
言

え
る
だ
ろ

う
。
２

１

具
体
的
に
菩

薩
四

種
荘

厳
功
徳

と

は
、 一

つ
は

不
動

而
至

の
徳

、「

一
つ

に
は

、
一
仏
土

に
お
い

て
身

、
動
揺
せ

ず
し
て

十
方

に
遍

す
、
種
々
に

応
化

し
て
実
の

ご
と
く
修

行
し
て

つ
ね

に
仏

事
を

な
す

」
（
『
註

釈
版

』
三

一
八
）

と
あ

る
よ

う
に

三
味
力

に
よ

っ
て

、
身
を
浄
土

に
置
い
た

ま
ま

で
、
十

方
世

界
に
至

り
諸

仏
を

供
養

し
衆
生

を
教

化
す

る
と

い
う
も

の
。 

二
つ
目

は
一

念
遍

至
の

徳
、「
二

つ
に

は
、
か
の

応
化
身

、
一

切
の

と
き

、
前

な
ら
ず

後
な

ら
ず
、
一

心
一
念

に
大

光
明
を
放
ち
て
、

こ
と
ご

と
く

あ
ま

ね
く

十
方
世

界
に

至
り

て
、
衆
生
を

教
化

す
る

。
」（
『
註

釈
版

』
三

一
九
貢

）
と
あ
る
よ
う

に
、
あ
ら

ゆ
る
時
に
お

い
て
時

間
的

前
後

が
な

く
、
し

か
も

一
瞬

の
う

ち
に
十

方
世

界
に

至
り

衆
生
を

利
益

す
る
と
い

う
も
の
だ
。 
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三
つ
目

は
無

相
供

養
の

徳
、「
三

つ
に

は

、
か
れ

一
切
の

世
界

に
お

い
て

、
余

な
く

も
ろ

も
ろ
の

仏
会
を

照
ら
す

。
大
衆
余
な
く
、

広
大
無

量
に

し
て

、
諸

仏
如
来

の
功

徳
を

供
養

し
、
恭

敬
し

、
讃
嘆

す

。
（
中
略

）
諸

仏
の
功

徳
を
供
養

し
讃
ず
る

に
、
分
別
の

心
あ

る
こ
と

な
し

。
」（
『
註

釈
版
』
三
二

〇
貢

）
と

あ
る
よ

う
に

、
一

切
世

界
の
諸

仏
の

会
座

に
あ
ま
す
と
こ
ろ

な
く

あ
ら

わ
れ
て

、
す

べ

て
の
諸

仏
を

供
養

し
讃

嘆
す
る

と
い

う
も

の
。 

四
つ
に

は
示

法
如

仏
の

徳
、「

か
れ

十
方

一
切
の

世
界
に

三
宝

ま
し

ま
さ

ぬ
と
こ

ろ
に

お
い
て
、
仏
法
僧

宝
功

徳
大

海
を
住
持
し

荘

厳
し
て

、
あ

ま
ね

く
示

し
て
如

実
の

修
行

を
解

ら
し
む

。
（
中
略

）
仏

法
を
示

し
て
仏
の

ご
と

く
せ
ん

。
」
（
『
註
釈
版

』
三
二
〇
貢

）

と
あ
る

よ
う

に
、

無
仏

の
世
界

に
出

現
し

て
仏

法
僧
の

三
宝

を
称

賛
し

住
持
す

る
と

い
う

も
の
だ
。
２

２ 

次
に
還

来
穢

国
の

相
に

つ
い
て

梯
実

圓
氏

は
、「

浄
土
か

ら
煩

悩
の

世
界
（
穢
土
）
へ
還

っ
て

来
て
苦
悩
の
衆

生
を

自
在

に
救
済
し

て
い
く

利
他

の
修

行
で

あ
っ
て

、
ま

さ
し

く
穢

土
に
還

来
す

る
還

相
回

向
の
こ

と

。
」
２

３

と
述
べ
ら
れ
て
い
た

。 

『
親
鸞

聖
人

の
教

え
』

と
い
う

本
に

は
、

こ
の

「
従
果

還
因

の
相

」
と

「
還
来

穢
国
の
相

」
に

つ
い
て

、 

願
文
の

一
生

補
処

の
菩

薩
と
は

、
従

因
至

果
（

因
位
の

菩
薩

か
ら

果
位

の
仏
に

至
る

道
程
）
の

菩
薩
を
指
す

の
で

は
な

く
、
内

に
往
生

即
成

仏
の

仏
果

を
証
し

な
が

ら
外

に
菩

薩
の
相

を
あ

ら
わ

し
た

従
果
還
因
の

相
と

い
う

こ
と
も

で
き

る
が
、
往

相
が
浄

土
往
生

の
相

で
あ

る
こ

と
に
対

比
す

れ
ば

、
「

還
相
」

の
語

は
還

来
穢

国
の
相

を
本

義
と
す
る

べ
き
で
あ
ろ

う
。
２

４ 

と
述
べ

ら
れ

て
い

た
。

往
相
回

向
と

還
相

回
向

の
こ
の

二
つ

の
関

係
に

つ
い
て

、
小
池
秀

彰
氏

は
、 

往
相
の

証
果

と
還

相
の

悲
用
は

、
二

つ
の

事
柄

で
は
な

く
、

往
相

の
証

果
の
内

容
が

還
相
の
悲

用
な
の
で
あ

り
、

浄
土

に
往
生

し
て
成

仏
す

る
と

い
う

こ
と
は

、
穢

土
に

還
っ

て
来
て

衆
生

を
救

済
す

る
は
た
ら
き

を
す

る
身

に
な
る

と
い

う
こ
と
な

の
で
あ
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る
。
そ

し
て

、
何

よ
り

も
忘
れ

て
は

な
ら

な
い

こ
と
は

、
浄

土
に

往
生

成
仏
す

る
こ
と
も

、
穢

土
に
還

っ
て

来
て

衆
生
救
済
す

る
こ
と

も
、

と
も

に
阿

弥
陀
如

来
の

本
願

力
に

よ
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
２

５ 

と
述
べ

て
い

た
。
以
上

の
こ
と

か
ら

、
親

鸞
に

お
け
る

真
実

の
証

と
は

、
浄
土

に
生

ま
れ

仏
と
な
り
（

往
相
）
こ
の
世

に
還
っ

て
人

々

を
教
化

す
る
（

還
相
）
も
の
で

あ
り
、
ま
た

そ

れ
は
ど

こ
ま

で
も
、
阿

弥
陀
如

来
の
本
願

力
に

と
る
も

の
で

あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た

。

ま
た
阿

弥
陀

仏
の

本
願

力
に
よ

る
、

こ
こ

に
こ

そ
、
親

鸞
が

比
叡

山
で

の
二
十

年
に
も
渡

る
日

々
を
離

れ
求

め
た

も
の
が
あ
る
と
感

じ
た
。 

   

第
三

章 

還
相

の
菩

薩 

 
 

第

一
節 

久

松
真

一
の
浄

土
真

宗
批

判 

 

こ
こ

ま
で

、
親

鸞
に

お
け
る

、
真

実
の

証
と

は
何
か

を
述

べ
て

き
た

が
、
次

は
、
他
の

宗
派

は
ど
の

よ
う

に
考

え
る
の
か
を
、
考

察
し
て

い
く

。
仏

教
哲

学
者
で

あ
る

久
松

真
一

氏
は
『

絶
対

主
体

道
』

と
い
う

主
著
で
、

浄
土

真
宗
の

還
相

の
菩

薩
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に

述
べ

て
い

る
。 

真
宗
で

は
、

現
実

の
私

ど
も
が

如
何

に
信

を
得

て
も
現

在
還

相
で

あ
る

こ
と
は

決
し

て
で
き
な

い
。
ま
た
信

を
得

た
と

い
う
こ

と
は
、

つ
ま

り
そ

れ
が

正
定
聚

位
に

入
っ

た
と

い
う
こ

と
、

そ
し

て
、

即
得
と
言
っ

て
も

、
そ

れ
は
決

し
て

往
生
し
た

と
い
う

こ
と
で

は
な

く
し

て
、

往
生
が

治
定

し
た

状
態

で
あ
る

こ
と

に
な

っ
て

お
り
ま

す
か

ら
し
て
、

妙
好
人
と
い

う
も

の
は

正
定
聚
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位
で
あ

っ
て

、
決

し
て

還
相
位

で
は

な
い

。
こ

こ
に
真

宗
の

教
義

の
中

世
的
な

と
こ
ろ
が

る
。

だ
か
ら

し
て

、
浄

土
真
宗
も
新

し
い
形

態
に

脱
皮

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
そ

れ
に
は

往
相

、
還

相
と

い
う
も
の
が

現
生

に
お

い
て
成

り
立

つ
と
い
う

こ
と
に

な
ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
２

６ 

久
松
真

一
氏

は
、

釈
尊

の
よ
う

に
、

こ
の

世
で

さ
と
り

、
人

々
を

教
化

出
来
な

い
と
意
味

が
な

い
と
述

べ
、

真
宗

の
教
義
は
中
世
的

な
と
こ

ろ
が

あ
る

、
言

い
換
え

れ
ば

、
完

成
さ

れ
て
い

な
い

と
述

べ
て

い
た
。

し
か

し
私

は
そ
う
は
思

わ
な
い
、

こ
の

世
で
悟

り
を

得
て

、
人

々
を

教
化
で

き
る
の

な
ら

ば

、
浄
土

真
宗
で

あ
る

意
味

は
な

く
な
る

。
親
鸞
は
徹
底
的
に
自

己
を
見
つ

め
、「
ま

こ
と

に
知

ん
ぬ
、

悲
し

き
か

な
愚

禿
鸞
、

愛
欲

の
広

海
に

沈
没
し

、
名

利
の

太
山

に
迷
惑

し
て

、
定

聚
の

数
に
入

る
こ

と
を
喜
ば

ず
、
真

証
の

証
に
近

く
こ

と
を

快
し

ま
ざ
る

こ
と

を
、

恥
ず

べ
し
傷

む
べ

し
と

。
」
（
『
註

釈
版

』
二
六

六
貢

）
「
浄
土
真
宗

に
帰

す
れ

ど
も 

真
実

の
心
は

あ
り

が
た

し 

虚
仮
不

実
の

わ
が

身
に

て 

清

浄
の

心
も

さ
ら

に
な
し

」（
『
註
釈
版
』
六
一
七
貢
）
と
言

わ
れ

た
方
で
あ
る
。

第
一
章

で
も

述
べ

た
よ

う
に
、

こ
の

世
で

悟
り

を
得
て

、
人

々
を

教
化

す
る
な

ん
て

こ
と

は
、
親
鸞
が

比
叡
山
で

な
し

得
な
か

っ
た

こ
と
で

あ
り

、
ま

た
そ

の
こ
と

が
同

時
に

、
大

乗
仏
教

の
至

極
と

も
言

わ
れ
る

、
絶
対
他

力
の

仏
道
へ

の
出

遇
い

の
根
幹
を
な
す
も

の
で
あ

る
か

ら
で

あ
る

。
ま
た

親
鸞
は

釈
尊

を

、「
久
遠

実
成
阿

弥
陀

仏 

五
濁

の
凡
愚
を

あ
は

れ
み
て 

釈

迦
牟
尼
仏

と
し
め

し
て

ぞ 

迦

耶
城

に
は

応
現

す
る

」（
『

註
釈

版
』「

浄

土
和
讃

」
五
七

二
貢

）
報
身
の

阿
弥
陀
仏

が
応

身
の
釈

迦
牟

尼
仏

と
し
て
現
れ
た
も

の
で
あ

る
と

述
べ

て
い

る
。
つ

ま
り

親
鸞

に
お

い
て
は

、
あ

く
ま

で
も

釈
尊
は

、
弥

陀
の

化
身
な
の
で

あ
る
。 
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第

二
節 

親

鸞
に

お
け
る

還
相

の
菩

薩 

最
後
に

、
還

相
の

菩
薩

の
考
察

を
ふ

ま
え

、
親

鸞
が
比

叡
山

で
の

日
々

を
ど
の

よ
う

に
位

置
づ
け
て
い
た
の

か
を

見
て

行
き
た

い

と
思
う

。 

還
相
の

菩
薩

に
つ

い
て

梯
実
圓

氏
は

、 

還
相
の

菩
薩

は
、
煩

悩

に
惑
わ

さ
れ
、
邪
道

に

迷
っ
て

い
る

衆
生

を
呼

び
覚
ま

す
た

め
に
、
ま

ず
自
力

聖
道

の
法
義
を

説
い
て
、

煩
悩
の

厭
う

べ
き

こ
と

を
知
ら

せ
、

正
見

に
導

か
れ
た

正
し

い
生

き
方

を
指
示

し
、

仏
法
の
真

理
性
を
顕
示

し
て

い
く

。
そ
し

て
自
力

修
行

の
破

綻
を

契
機
に

し
て

浄
土

の
要

門
を
教

え
て

浄
土

を
願

わ
せ
、
つ
い

で
諸

行
か

ら
念
仏

へ
と

転
換
さ
せ

、
自
力

念
仏
の

真
門

の
勧

め
入

れ
、
最
後

に
自

力
心

を

捨
て
さ

せ
て

第
十

八
願

の
本
願

力
回
向
の

法
門

に
転
入

さ
せ

て
い

く
の
で
あ
る
。

２

７ 

と
述
べ

、 

聖
道
と

い
ふ

は
、

す
で

に
仏
に

成
り

た
ま

へ
る

人
の
、

わ
れ

ら
が

こ
こ

ろ
を
す

す
め

ん
が
た
め

に
、
仏
心
宗

・
真

言
宗

・
法
華

宗
・
華

厳
宗

・
三

論
宗

等
の
大

乗
至

極
の

教
な

り
。
仏

心
宗

と
い

ふ
は

、
こ
の
世
に

広
ま

る
禅

宗
こ
れ

な
り

。
ま
た
法

相
宗
・

成
実
宗

・
倶

舎
宗

の
権

教
、
小

乗
等

の
教

な
り

。
こ
れ

み
な

聖
道

門
な

り
。
権

教
と

い
ふ
は
、

す
な
は
ち
す

で
に

仏
に

成
り
た

ま
へ
る

仏
、

菩
薩

の
、

か
り
さ

ま
ざ

ま
の

形
を

あ
ら
は

し
て

す
す

め
た

ま
ふ
が
ゆ
ゑ

に
権

と
い

う
な
り

。
（
『

註
釈
版
』

七
三
六

貢
） 

と
い
う

『
親

鸞
聖

人
御

消
息
』

第
一

通
を

上
げ

て
、 
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現
実
に

行
わ

れ
て

い
る

華
厳
・

天
台

・
真

言
・

禅
・
三

論
・

法
相

・
成

実
・
倶

舎
等

の
諸
宗
は

、
す
べ
て
還

相
の

菩
薩

が
我
ら

を
育
て

導
き

た
ま

う
権

仮
方
便

の
教

法
で

あ
っ

た
と
い

わ
れ

て
い

た
。

こ
れ
に
よ
っ

て
聖

人
は

、
全
仏

教
を

阿
弥
陀
仏

の
第
十

八
願
の

法
門

に
統

摂
す

る
と
同

時
に

、
自

身
が

比
叡
山

で
二

十
年

に
亘

っ
て
学

ん
だ

天
台
宗
の

自
力
の
学
行

も
す

べ
て

は
還
相

の
菩
薩

に
育

て
ら

れ
て

い
た
こ

と
で

あ
っ

た
と

領
解
さ

れ
て

い
た

こ
と

が
わ
か
る
。
２

８ 

と
述
べ

て
い

る
。

ま
た

、
霊
山

勝
海

氏
も

、
同

じ
『
親

鸞
聖

人
御

消
息

』
第
一

通
に
対
し

、 

聖
道
の

教
え

は
、

本
願

の
信
心

を
進

め
る

こ
と

を
最
終

目
標

に
し

た
も

の
で
、

す
な

わ
ち
成
就

し
が
た
い
難

行
の

教
え

を
示
し

て
、
易

行
の

本
願

を
す

す
め
、

あ
る

い
は

反
面

教
師
的

に
信

心
を

す
す

め
る
も
の
と

教
え

ら
れ

る
の
で

す
。

聖
道
教
と

は
具
体

的
に
は

奈
良

や
比

叡
山

の
仏
教

で
、

法
然

聖
人

を
中
心

と
す

る
浄

土
教

を
弾
圧

し
、

そ
れ
に
よ

っ
て
聖
人
は
四
国

へ
、

ま
た
親

鸞
聖
人

は
越

後
へ

流
罪

と
な
ら

れ
た

の
で

し
た

。
し
か

し
こ

れ
ら

の
迫

害
は
本
願
の

法
を

衰
退

さ
せ
る

ど
こ

ろ
か
、
か

え
っ
て

強
固
な

も
の

に
し

た
の

で
す

。
（

中
略
）

聖
道

教
は
私

に
信

心
を

す
す

め
る
教

え
で
あ
る

と
洞

察
さ
れ

た
の

で
し

た
。
２

９ 

と
述
べ

て
い

た
。

以
上

の
こ
と

を
踏

ま
え

る
と

、
親
鸞

は
自

身
が

浄
土

の
真
実

の
教
え
に

出
遇

う
縁
と

な
っ

た
経

験
を
も
っ
て
、
還

相
の
菩

薩
と

称
し

て
い

た
と
い

う
こ

と
に

な
る

。
こ
れ

は
一

体
ど

う
い

う
こ
と

で
あ

ろ
う

か
。
私
は
親

鸞
の
大
行

観
に

こ
の
答

え
が

あ
る
と

考
え

る
。

親
鸞

は
第
一

章
で

述
べ

た
よ

う
に
、

た
だ

念
仏

を
称

え
、
一

心
に
救
い

を
願

う
念
仏

に
で

さ
え

、
救
い
の
道
を
見

出
す
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た
。

だ
か

ら
こ

そ
親

鸞
が
出

遇
っ

た
浄

土
真

宗
の
称

名
は

、
称

え
る
衆
生
の

心
の
あ
り

方
を

問
わ
な

い
。

こ
の
こ

と
に

つ
い

て
岡

亮
二
氏

は
、 

こ
の
称

名
は

、
真
実

の

称
名
で

あ
る

か
ら

、（

中

略
）
ど

こ
ま

で
も
真

実

の
信
心

を
を

い
た

だ
い
た
上
で

称
え
る
念

仏
だ

と
さ
れ
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る
の
で

す
。

け
れ

ど
も

、
も
し

そ
の

よ
う

な
念

仏
が
求

め
ら

れ
る

の
だ

と
し
ま

す
と

、
私
た
ち

愚
か
な
る
凡

夫
は

、
一

声
の
念

仏
も
称

え
ら

れ
な

く
な

る
と
言

わ
ね

ば
な

り
ま

せ
ん

。（
中

略
）
難
思

往

生
が
断
た
れ

ま
し

た
。
阿
弥
陀

仏
を

信
じ

る
信
が
成
り

立
た
な

か
っ

た
か

ら
で

す
。
こ

の
心

を
親

鸞
聖

人
は
総

序
で

「
行

に
迷

い
信
に

惑
う

」
と
表
現

さ
れ
て
い
ま

す
が

、
ま

さ
に
往

生
の
た

め
の

行
道

の
一

切
が
破

ら
れ

絶
望

の
ど

ん
底
に

落
し

め
ら

れ
て

い
る
。
そ
れ

が
法

然
上

人
を
訪

ね
ら

れ
た
時
の

親
鸞
聖

人
の
お

姿
で

す
。

こ
の

時
法
然

上
人

は
、

念
仏

を
称
え

た
は

ず
で

す
。

そ
し
て

親
鸞

も
ま
た
、

同
じ
く
念
仏

を
称

え
た

は
ず
で

す
。
（
中

略
）

法
然
上

人
は
念

仏
の

真
実

を
説

法
し
、

親
鸞

聖
人

は
そ

の
念
仏

の
真
理
を

聴
聞

し
て
い

る
。
（

中
略
）

そ
こ
で

そ

の
法
然

の
行

為
を

さ
ら

に
検
討

し
て

み
ま

す
と

、
こ
こ

に
二

重
の

構
造

が
み
ら
れ
る

こ
と

に
な

り
ま
す

。
一

は
「
南
無

阿
弥
陀

仏
」
は

一
切

の
衆

生
を

お
救
い

に
な

る
、

阿
弥

陀
仏
の

選
択

本
願

の
行

で
あ
り

、
二

は
、
そ
の

選
択
本
願
を

、
法

然
上

人
が
念

仏
を
称

え
な

が
ら

、
こ

の
念
仏

こ
そ

、
親

鸞
の

唯
一
の

往
生

行
で

あ
る

と
説
法
し
て

い
る

。
こ

の
法
然

の
行

為
が
ま
さ

に
浄
土

真
宗
の

行
だ

と
い

う
こ

と
で
す

。
３

０ 

と
述
べ

て
い

る
。

法
然

の
称
え

る
念

仏
が

、
親

鸞
に
お

い
て

は
、

唯
一

の
往
生

行
で
あ
る

と
説

く
も
の

で
あ

っ
た

、
言
い
換
え
る
な

ら
、
法

然
の

念
仏

が
、

親
鸞
を

浄
土

真
宗

の
教

え
に
出

遇
わ

し
め

た
の

だ
、
こ

れ
は
大
乗

仏
教

の
菩
薩

道
に

他
な

ら
な
い
。
そ
う
す

る
と
、

確
か

に
、

親
鸞

に
と
っ

て
法

然
は

還
相

の
菩
薩

で
あ

り
、

そ
ん

な
法
然

に
出
遇
う

縁
と

な
り
、

唯
一

の
道

で
あ
る
と
領
解
さ

せ
た
、
比
叡

山
で

の
日

々
や
、
聖
道

教
か

ら
の

迫
害
も

、『
観

経
』
に
説

か
れ
て

い
る
も
の

を
、
す
べ
て

私
が
救
わ

れ
る

物
語
と

受
け

止
め
た

よ
う

に
、

自
身

を
唯
一

の
往

生
の

道
へ

と
出
遇

わ
せ

る
た

め
に

、
こ
の

世
に
あ
ら

わ
れ

た
還
相

の
菩

薩
で

あ
っ
た
と
受

け
止

め
て
い

た
と

言
え

る
。
「
し
か

れ
ば

、
念

仏
申

す
の
み

ぞ
、

す
ゑ

と
ほ

り
た
る

大
慈

悲
心
似
て

候
ふ

」
（
『
註

釈
版

』
八

三
四
貢

）
「
信
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巻
」
の

現
生

十
種

の
益

が
あ
る

よ
う

に
、

今
生

き
る
私

に
も

深
く

関
わ

り
、
今

念
仏

申
す

こ
と
が
、
大

悲
心
の
あ

ら
わ

れ
で
あ

り
、

そ
れ
が

他
者

を
救

う
。

生
き
て

い
る

今
こ

こ
で

も
成
立

す
る

の
が

、
浄

土
の
慈

悲
心

で
あ

る
の
だ
。 

ま
た
岡

亮
二

氏
は

、
親

鸞
が
先

に
往

生
し

た
法

然
を
ど

の
よ

う
に

捉
え

て
い
た

の
か

に
つ

い
て
、
次
の
よ
う

に
述

べ
て

い
た
。 

法
然
の

没
後

、
往

生
し

た
法
然

は
、

親
鸞

に
と

っ
て
い

か
な

る
方

で
あ

っ
た
の

だ
ろ

う
か
。
こ

の
法
然
を
親

鸞
は

決
し

て
過
去

の
方
だ

と
は

捉
え

て
い

な
い
。

法
然

上
人

の
お

姿
は
、

は
る

か
彼

方
の

阿
弥
陀
仏
の

浄
土

に
往

生
し
て

い
る

の
で
は
な

く
て
、

今
ま
せ

に
こ

の
場

で
、
還
相
の

菩
薩

と
し

て
、
親
鸞
に

利
他

行
を

さ
れ

て
い
る

と
体
解
さ

れ
て

い
る
の
で
あ

る
。（

中

略
）
往
相

の
行
者

で
あ

る
七

高
僧

の
す
べ

て
が

、
ま
さ

に

親
鸞
そ

の
人

に
お

い
て

は
、
還
相
の
菩

薩
と
し

て
領
下

さ
れ

て
い

た
の
で
あ
り

、

（
中
略

）
さ

ら
に

言
え

ば
、
も

し
父

や
母

が
浄

土
に
ま

し
ま

す
の

で
あ

れ
ば
（
中
略

）
私

の
往

生
を
願

っ
て

、
私
と
共

に
礼
拝

し
賛
嘆

し
作

願
し

観
察

し
た
も

う
て

い
る
、
父

母
の
還

相
の

姿
を
、
私

た
ち
は
こ
の

中
に

見
出

す
こ
と

に
な

る
の
で
あ

る

。
３

１ 

親
鸞
は

法
然

を
こ

の
世

に
お
い

て
も

、
往

生
し

た
後
に

お
い

て
も

還
相

の
菩
薩

と
受
け
止

め
て

い
る
。

こ
の

世
に

お
い
て
も
、
自
身

を
浄
土

真
宗

の
身

教
え

に
出
遇

わ
し

め
る

も
の

を
、
還

相
の

菩
薩

と
受

け
と
る

と
き

、
親

鸞
に
お
け
る

真
実
の
証

は
、

絶
対
他

力
の

仏
道
に

開
け

る
、

仏
願

力
に
よ

る
の

で
あ

り
、

大
乗
仏

教
の

意
義

は
こ

こ
に
お

い
て
成
就

（
完

成
）
し

て
い

る
と

見
る
こ
と
が
で
き

る
の
で

あ
る

。 
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結
論 

 
親
鸞

が
求

め
て

い
た

も
の
は

何
か

、
私

は
さ

ま
ざ
ま

な
論

文
か

ら
自

ら
の
後

世
の
問
題

を
解

決
で
き

な
か

っ
た

た
め
で
あ
る
と
し

た
。
し
か

し
そ

れ
は
あ

く
ま
で

も

、
求

め
た
も

の
の
一

部
に

す
ぎ

な
い

の
で
は

な
い

か
と

感
じ

た
。「
証
巻

」
の

内
容

は

往
相
よ

り
還

相
の
方

が
述

べ
ら

れ
て

い
る
比

重
が

多
い

の
だ

。
も
し

、
親

鸞
が

ひ
た

す
ら
自

分
自

身
の

後
世
の
問
題

を
解
決
す

る
こ

と
を
求

め
て

い
た
の

な
ら

、
そ

の
比

重
は
逆

転
し

て
い

た
は

ず
だ
。

第
十

八
願

は
阿

弥
陀
仏

が
十
方
世

界
の

全
て
の

衆
生

が
阿

弥
陀

仏
の
真

実
な

る
誓
願

を
疑

い
な

く
信

じ
、
浄
土

へ
生

ま
れ
る

こ
と
が

で
き

な
い

な
ら

仏
に
な

ら
な

い
と
誓
わ

れ
た
も
の
で

あ
る

。
双
樹
林
下
往
生

、

難
思
往

生
、

そ
れ

ら
に

二
十
年

に
わ

た
り

向
き

合
い
、

敗
れ

た
親

鸞
に

お
い
て

は
、
最
後

の
「

除
唯
」

に
当

て
は

ま
る
の
が
自
分
で

あ
り

、
そ

れ
こ

そ
が
仏

の
大
悲

で
あ

る
と

受
け

止
め
た

に
違

い
な

。
十

方
衆
生

の
最

も
救
わ
れ

難
い
の

が
自

分
自

身
で
あ
っ
た

の
だ
。

往
相
回

向
、

阿
弥

陀
仏

の
本
願

力
に

よ
っ

て
仏

と
な
る

。
浄

土
と

は
さ

と
り
の

世
界
で
あ

る
。

真
実
清

浄
な

る
心

を
得
る
の
に
何
の

障
害
も

な
い

。
そ

こ
で

往
生
即

成
仏

。
仏

と
な

る
。
浄

土
真

宗
は

あ
く

ま
で
大

乗
仏
教
で

あ
る

か
ら
、

そ
の

悟
り

は
自

他
一
如

で
あ

る
。
自

他
一

如
の

さ
と

り
は
、

阿
弥

陀
仏

が
私

の
命
の

立
場

に
た

ち
、

救
う
と

誓
い
を
た

て
ら

れ
た
よ

う
に

、
相

手
の
命
の
立
場
に

立
つ
こ

と
の

で
き

る
さ

と
り
で

あ
る

。
そ

こ
に

は
、
他

者
に

対
す

る
怒

り
や
嫉

み
な

ど
も

存
在
し
よ
う

が
な
い
。

そ
の

命
の
立

場
に

立
ち
そ

の
命

を
阿

弥
陀

仏
の
本

願
力

に
よ

っ
て

救
う
還

相
回

向
の

働
き

を
私
が

さ
せ
て
い

た
だ

く
の
だ

。
全

て
の

も
の
を
平
等
に
救

う
さ
と

り
を

浄
土

に
生

ま
れ
て

得
る

こ
と

が
で

き
る
の

だ
。

ま
さ

に
「

大
乗
の

至
極

」
で

あ
る
。
あ
く

ま
で
も
親

鸞
は

大
乗
仏

教
の

僧
侶
で

あ
っ

た
の

だ
と

感
じ
た

。
大

乗
仏

教
に

お
け
る

真
の

目
的

は
、「
一
切

衆
生

の
救

済
」
で
あ
る

、
親
鸞
に

お
い

て
も
、
浄
土
に

往
生
す

る
こ

と
は

、
仏

と
な
り

、
衆

生
を

救
済

す
る
た

め
で

あ
っ

た
に

違
い
な

い
。
幼
く

し
て

母
を
亡

く
し

、
叔

父
に
付
き
添
わ
れ
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出
家
し

た
親

鸞
。

比
叡

山
の
堂

僧
と

し
て

修
行

に
励
む

中
に

は
亡

き
母

や
離
れ

た
家
族
を

想
う

気
持
ち

が
あ

っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か

。
し

か
し

ど
ん
な

に
修
行

に
励

ん
で

も
自

分
自
身

の
こ

と
で

さ
え

ど
う
に

も
な
ら
な

か
っ

た
。『
嘆
異
抄

』
第
五
章

に
は
「
親

鸞

は
父
母

の
供

養
の

た
め

と
て
、
一
返

に
て

も
念

仏
申
し

た
る

こ
と

、
い

ま
だ
候

は
ず

。
」
と
述

べ
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ

は
、
私

の
は

か

ら
い
な

ど
何

も
必

要
と

せ
ず
に

た
だ

救
わ

れ
て

い
く
世

界
と

出
遇

っ
た

こ
と
の

あ
ら
わ
れ

で
は

な
い
だ

ろ
う

か
。

ま
た
こ
れ
は
と
て

も
厳
し

い
世

界
で

あ
る

と
思
う

と
同

時
に

、
自

分
自
身

を
法

の
光

に
照

ら
し
、

見
続

け
た

親
鸞
だ
か
ら

こ
そ
、
出

遇
え

た
世
界

で
は

な
い
か

と
思

う
。

そ
し

て
こ
の

世
界

こ
そ

、
阿

弥
陀
仏

の
本

願
に

ま
か

せ
す
る

こ
と
す
ら

で
き

な
く
と

も
、

で
き

な
い
こ
と
を
ま
か

せ
ら
れ

る
世

界
。

死
ぬ

こ
と
す

ら
用

事
の

な
い

世
界
。

私
一

人
が

救
わ

れ
る
の

で
は

な
く

、
他
者
救
済

も
そ
こ
に

あ
る

。
こ
の

世
界

こ
そ
親

鸞
が

求
め

た
も

の
、
真

実
の

証
で

あ
る

と
私
は

結
論

づ
け

る
。 
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