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﹃
往
⽣
礼
讃
聞
記
に
学
ぶ
﹄ 

︻
資
料
︼
 

新
宅
昌
紀 

 

﹃
往
⽣
礼
讃
﹄
の
専
雑
得
失
 

⻄
本
願
寺
註
釈
聖
典
 

七
祖
篇
よ
り 

四
得
⼗
三
失 

﹁
も
し
よ
く
上
の
如
く
念
々
相
続
し
て
︑畢
命
を
期
と
な
す
も
の
は
︑⼗
は
す
な
は
ち
⼗
な
が

ら
⽣
じ
︑
百
は
す
な
は
ち
百
な
が
ら
⽣
ず
︒﹂ 

﹁
な
に
を
も
f
て
の
ゆ
ゑ
に
﹂ 

①
﹁
外
の
雑
縁
な
く
し
て
正
念
を
得
る
が
故
に
﹂ 

②
﹁
仏
の
本
願
と
相
応
す
る
こ
と
を
得
る
が
故
に
﹂ 

③
﹁
教
に
違
せ
ざ
る
が
故
に
﹂ 

④
﹁
仏
語
に
随
順
す
る
が
故
な
り
︒﹂ 

﹁
も
し
専
を
捨
て
て
雑
業
を
修
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
は
︑百
は
時
に
希
に
⼀
⼆
を
得
︑千
は
希

に
三
五
を
得
︒﹂ 

﹁
な
に
を
も
f
て
の
ゆ
ゑ
に
﹂ 

❶
﹁
す
な
は
ち
雑
縁
乱
動
す
る
に
よ
り
て
正
念
を
失
す
る
が
故
に
﹂ 

❷
﹁
仏
の
本
願
と
相
応
せ
ざ
る
が
故
に
﹂ 

❸
﹁
教
と
相
違
す
る
が
故
に
﹂ 

❹
﹁
仏
語
に
順
ぜ
ざ
る
が
故
に
﹂ 

❺
﹁
係
念
相
続
せ
ざ
る
が
故
に
﹂ 

❻
﹁
憶
想
間
断
す
る
が
故
に
﹂ 

❼
﹁
回
願
慇
重
真
実
な
ら
ざ
る
が
故
に
﹂ 

❽
﹁
貪
・
瞋
・
諸
⾒
の
煩
悩
来
り
間
断
す
る
が
故
に
﹂ 

❾
﹁
慚
愧
・
懺
悔
の
⼼
あ
る
こ
と
な
き
が
故
な
り
︒﹂ 

﹁
⼜
﹂ 

❿
﹁
相
続
し
て
か
の
仏
恩
を
念
報
せ
ざ
る
が
故
に
﹂ 

⓫
﹁
⼼
に
軽
慢
を
⽣
じ
て
業
⾏
を
な
す
と
い
へ
ど
も
︑
つ
ね
に
名
利
と
相
応
す
る
が
故
に
﹂ 

⓬
﹁
⼈
我
お
の
づ
か
ら
覆
ひ
て
同
⾏
善
知
識
に
親
近
せ
ざ
る
が
故
に
﹂ 

⓭
﹁
楽
ひ
て
雑
縁
に
近
づ
き
て
︑
往
⽣
の
正
⾏
を
⾃
障
障
他
す
る
が
故
な
り
︒﹂ 

﹁
な
に
を
も
f
て
の
ゆ
ゑ
に
︒﹂ 

﹁
余
︑こ
の
ご
ろ
み
づ
か
ら
諸
⽅
の
道
俗
を
⾒
聞
す
る
に
︑解
⾏
不
同
に
し
て
専
雑
異
な
る
こ

と
あ
り
︒た
だ
意︵
こ
こ
ろ
︶を
も
f
ぱ
ら
に
し
て
な
せ
ば
︑⼗
は
す
な
は
ち
⼗
な
が
ら
⽣
ず
︒

雑
を
修
し
て
⾄
⼼
な
ら
ざ
れ
ば
︑
千
が
な
か
に
も
⼀
も
な
し
︒
こ
の
⼆
⾏
の
得
失
︑
前
に
す
で

に
弁
ぜ
る
が
ご
と
し
︒﹂ 

﹁
仰
ぎ
願
は
く
ば
⼀
切
の
往
⽣
⼈
等
よ
く
み
づ
か
ら
思
量
せ
よ
︒
す
で
に
よ
く
今
⾝
に
か
の

国
に
⽣
ぜ
ん
と
願
ず
る
も
の
は
︑⾏
住
坐
臥
に
か
な
ら
ず
す
べ
か
ら
く
⼼
を
励
ま
し
︑お
の
れ

を
剋
し
て
昼
夜
に
廃
す
る
こ
と
な
く
︑畢
命
を
期
と
な
す
べ
し
︒上
⼀
形
に
あ
り
て
は
少
苦
に

似
如
︵
に
︶
た
れ
ど
も
︑
前
念
に
命
終
し
て
後
念
に
す
な
は
ち
か
の
国
に
⽣
じ
︑
⻑
時
永
劫
に
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つ
ね
に
無
為
の
法
楽
を
受
く
︒す
な
は
ち
成
仏
に
⾄
る
ま
で
⽣
死
を
経
ず
︒あ
に
快
き
に
あ
ら

ず
や
︑
知
る
べ
し
︒﹂ 

 

﹃
往
⽣
礼
讃
聞
記
﹄
よ
り 

本
法
院
義
譲
講
師
説
 
安
政
⼆
⼄
卯
年
四
⽉
⼗
五
⽇
開
講 

◇
専
雑
得
失
に
つ
い
て 

〇
若
能
如
上
等
︑
三
に
は
専
雑
得
失
を
判
ず
る
に
三
あ
り
︒
初
め
に
正
し
く
得
失
を
判
ず
︒
⼆

に
重
ね
て
得
失
を
決
す
︒
三
に
結
び
て
勧
む
︒ 

初
め
の
中
に
⼆
あ
り
︒
初
め
に
正
し
く
明
か
し
︑
⼆
に
別
し
て
所
由
を
⽰
す
︒ 

今
は
初
め
な
り
︒
こ
れ
よ
り
は
専
修
の
得
失
を
決
判
し
て
︑
難
⾏
難
修
︵
雑
⾏
雑
修
か
？
︶
を

す
て
て
︑
只
専
ら
称
名
念
仏
す
べ
し
と
︑
専
称
名
字
の
専
修
念
仏
を
勧
め
給
う
︒︵
略
︶
今
家

の
祖
師
聖
⼈
は
︑﹃
化
巻
﹄﹇
⼀
⼆
の
⼀
七
四
V
⼀
七
七
等
﹈
に
於
い
て
︑
別
し
て
深
細
に
雑
⾏

正
⾏
専
修
雑
修
を
分
別
し
給
う
︒︵
略
︶ 

問
う
て
云
わ
く
︒
雑
⾏
雑
修
と
正
⾏
専
修
と
の
同
異
い
か
ん
︒ 

答
え
て
云
わ
く
︒
善
導
・
元
祖
の
御
釈
に
よ
れ
ば
︑
雑
修
即
雑
⾏
な
り
︒︵
略
︶︒
然
る
に
今
家

の
祖
師
聖
⼈
の
御
判
釈
に
よ
れ
ば
し
か
ら
ず
︒正
雑
⼆
⾏
は
⾏
体
の
差
別
な
り
︒専
修
雑
修
は

能
修
の
機
の
不
同
と
し
給
う
︒
其
の
義
︑﹃
化
巻
﹄﹇
⼀
⼆
の
⼀
七
四
V
⼀
七
七
等
﹈
を
開
き
て

⾒
る
べ
し
︒
御
釈
ま
こ
と
に
御
精
密
な
り
︒︵
略
︶︒
近
く
は
和
讃
﹇
⼀
⼀
の
⼆
⼋
・
⼀
⼋
六
﹈

に
﹁
こ
こ
ろ
は
ひ
と
つ
に
あ
ら
ね
ど
も
﹂
等
と
宣
ぶ
に
て
も
知
る
べ
し
︒︵
法
然
聖
⼈
の
御
釈

は
⼤
判
︑
親
鸞
聖
⼈
の
御
判
釈
は
細
判
等
と
云
々
︶︒
さ
れ
ば
祖
師
聖
⼈
の
﹃
化
巻
﹄
の
細
判

に
よ
れ
ば
︑
雑
⾏
に
も
専
修
と
雑
修
あ
り
︒
正
⾏
に
も
専
修
雑
修
あ
り
︒
正
し
く
専
修
を
論
ず

る
時
は
︑専
ら
正
業
を
修
す
る
を
専
修
と
云
い
︑余
⾏
を
兼
修
す
る
を
雑
修
と
云
う
故
︑善
導
・

元
祖
の
⼤
判
と
異
な
る
こ
と
あ
る
に
似
た
り
と
知
る
べ
し
︒︵
略
︶ 

〇
若
能
如
上
等
︑
如
上
と
は
︑
総
じ
て
上
を
さ
す
な
り
︒
此
の
礼
讃
︑
こ
れ
よ
り
上
に
安
⼼
起

⾏
︑
作
業
を
明
か
し
て
︑
安
⼼
に
は
三
⼼
を
明
か
し
︑
起
⾏
に
は
五
念
⾨
を
明
か
し
︑
作
業
に

四
修
を
明
か
せ
り
︒
其
の
次
に
﹃
⽂
殊
般
若
﹄
の
⼀
⾏
三
昧
を
明
か
せ
り
︒
そ
れ
を
ば
今
此
に

総
じ
て
さ
し
て
︑
上
の
如
く
と
宣
ぶ
︒
上
の
如
く
と
は
︑
総
じ
て
上
を
さ
す
⾔
な
れ
ど
も
︑
其

意
は
︑
善
導
正
し
く
﹃
⽂
殊
般
若
﹄
の
専
称
名
字
の
⼀
⾏
三
昧
を
さ
す
こ
こ
ろ
な
り
︒
其
の
証

拠
に
は
︑
念
々
相
続
の
⾔
あ
り
て
︑
こ
の
念
々
相
続
は
︑
も
と
﹃
⽂
殊
般
若
﹄
の
経
⽂
な
る
こ

と
︑
先
に
已
に
申
せ
し
如
し
︒︵
三
⼼
も
五
念
⾨
も
四
修
も
南
無
阿
弥
陀
佛
と
云
々
︒︶ 

⼗
即
⼗
⽣
は
正
し
く
専
修
の
徳
を
標
し
あ
げ
給
う
︒
此
の
⽂
並
び
に
次
の
随
順
仏
語
故
と
云

う
ま
で
の
⽂
︑﹃
⾏
巻
﹄﹇
⼀
⼆
の
⼆
⼆
﹈
に
引
⽤
し
た
ま
え
り
︒ 

 

◇
四
得
に
つ
い
て 

①
無
外
雑
縁
等
と
は
︑
第
⼀
の
得
な
り
︒
こ
の
外
の
雑
縁
と
云
う
も
︑
種
々
の
解
あ
れ
ど
も
︑

外
対
内
⾔︵
外
は
内
に
対
す
る
こ
と
ば
︶︑正
念
と
云
う
が
内
に
決
定
す
る
安
⼼
の
こ
と
な
り
︒

其
の
内
の
安
⼼
の
正
念
に
対
し
て
︑
雑
縁
の
こ
と
を
外
と
云
う
︒
雑
と
は
間
雑
の
義
︑
雑
乱
の

義
︑
内
の
安
⼼
を
雑
え
乱
す
縁
を
雑
縁
と
云
う
︒
和
讃
﹇
善
導
讃
﹈
の
雑
縁
の
左
訓
に
マ
ジ
ル
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ミ
ダ
ル
と
あ
る
︑
こ
れ
な
り
︒
こ
れ
間
雑
雑
乱
の
義
な
り
︒
其
の
雑
縁
と
云
う
は
︑
教
と
⼈
と

処
と
な
り
︒
教
は
︑
雑
⾏
を
教
え
す
す
む
る
が
縁
と
な
る
こ
と
な
り
︑
⼈
と
は
︑
雑
⾏
を
修
す

る
⼈
に
雑
れ
ば
︑
つ
い
に
雑
⾏
を
修
す
る
よ
う
に
な
る
な
り
︑
処
と
は
︑
雑
⾏
雑
修
を
修
す
る

場
所
に
⼊
れ
ば
︑つ
い
に
雑
⾏
を
修
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
な
り
︒所
謂
散
善
義
の
四
重
の
破

⼈
の
ご
と
く
︑こ
れ
み
な
内
の
正
念
の
安
⼼
を
か
き
乱
す
故
︑雑
縁
と
云
う
︒正
念
と
云
う
は
︑

﹃
末
燈
鈔
﹄﹇
⼆
⼀
の
⼀
﹈に
︑﹁
正
念
と
い
ふ
は
本
弘
誓
願
の
信
楽
定
ま
る
を
い
ふ
な
り
﹂と
︑

仰
せ
ら
れ
て
あ
り
︒
し
か
れ
ば
正
念
は
本
願
の
信
楽
︑
⾦
剛
不
壊
の
信
⼼
を
正
念
と
云
う
︒ 

②
與
仏
本
願
等
︑
こ
れ
は
第
⼆
な
り
︒
上
の
如
く
念
々
相
続
の
⾏
者
は
︑
弥
陀
の
第
⼗
⼋
願
の

通
り
の
安
⼼
に
て
︑
よ
く
本
願
に
か
な
う
と
云
う
こ
と
な
り
︒ 

③
不
違
教
故
︑
第
三
な
り
︒
釈
尊
の
教
意
に
違
背
せ
ぬ
な
り
︒ 

④
随
順
仏
等
と
は
︑
諸
経
証
誠
の
語
に
随
い
奉
る
こ
と
な
り
︒﹃
法
華
⽞
義
三
﹄﹁
相
応
と
は
随

順
の
義
﹂
と
あ
り
︑
仏
語
に
相
応
す
る
こ
と
を
随
順
と
云
う
︒
こ
の
仏
の
本
願
と
相
応
す
る
こ

と
を
得
る
が
故
に
等
の
三
故
は
︑次
て
の
ご
と
く
弥
陀
・
釈
迦
・
諸
仏
の
三
仏
な
り
︒⼜
⼤
経
・

観
経
・
弥
陀
経
に
も
あ
た
る
な
り
︒
此
の
如
き
四
つ
の
因
あ
る
に
よ
f
て
︑
⼗
即
⼗
⽣
百
即
百

⽣
の
利
益
を
う
る
と
︑
上
を
成
ず
る
意
な
り
︒ 

  

◇
雑
修
の
失
に
つ
い
て 

〇
若
欲
捨
専
等
︑
⼆
つ
に
は
雑
修
の
失
を
明
か
す
に
⼆
あ
り
︒
初
め
に
総
じ
て
失
を
⽰
す
︑
⼆

に
は
別
し
て
所
由
を
弁
ず
︒今
は
初
め
な
り
︒此
の
段
の
礼
讃
の
⽂
︑鎮
⻄
で
は
正
⾏
即
専
修
︑

雑
⾏
即
雑
修
と
す
る
こ
こ
ろ
な
り
︒今
家
で
は
し
か
ら
ず
と
云
う
こ
と
︑先
に
弁
ず
る
が
如
き
︒

さ
り
な
が
ら
︑こ
れ
を
唯
初
め
か
ら
雑
修
の
こ
と
と
弁
ず
る
も
あ
れ
ど
も
︑そ
れ
で
は
礼
讃
の

⽂
が
快
く
解
さ
れ
ぬ
な
り
︒
こ
れ
が
所
謂
雑
⾏
を
雑
修
に
約
し
て
明
か
す
の
⽂
と
⼼
得
て
解

す
べ
き
な
り
︒ 

〇
百
時
等
︑
こ
の
⼀
⼆
五
三
と
は
︑
少
分
を
顕
す
な
り
︒
問
う
て
云
わ
く
︒
今
此
の
⽂
に
⼀
⼆

五
三
の
往
⽣
を
許
し
た
り
︒
其
の
唇
の
乾
か
ぬ
間
に
︑
次
に
下
の
⽂
に
千
中
無
⼀
と
い
う
︒
豈

に
是
︑
前
後
相
違
⾃
語
相
違
に
⾮
ず
や
︒
答
え
て
云
わ
く
︒︵
鎮
⻄
派
︑
⻄
⼭
派
の
解
釈
を
略

す
︶︒
更
に
⼜
当
流
の
宗
義
よ
り
云
う
と
き
は
︑
雑
修
の
⼈
に
⼀
⼆
五
三
の
往
⽣
を
許
す
は
︑

化
⼟
に
約
す
る
義
と
云
う
べ
し
︒若
真
実
報
⼟
に
の
ぞ
め
て
い
え
ば
︑同
⼀
念
仏
無
別
道
故
の

ゆ
え
に
︑
雑
修
に
て
は
⼀
⼆
五
三
も
か
な
は
ず
︒
よ
f
て
下
の
⽂
に
千
中
無
⼀
と
宣
ぶ
︒
し
か

れ
ば
⼀
⼆
五
三
と
千
中
無
⼀
と
︑
化
⼟
と
報
⼟
と
︑
其
の
義
⾨
異
な
れ
ば
︑
更
に
⾃
語
相
違
の

失
を
招
く
こ
と
な
し
︒ 

〇
何
以
故
等
︑
⼆
に
は
別
し
て
所
由
を
弁
ず
︒
こ
の
初
め
の
四
失
は
︑
上
の
専
修
の
四
得
に
反

し
て
知
る
べ
し
︒ 

◇
要
⾨
の
九
失 

❶
雑
縁
は
⾏
と
教
と
⼈
と
処
と
の
四
縁
に
随
う
こ
と
な
り
︒
別
し
て
⾃
ら
雑
⾏
雑
善
に
⼼
を

う
つ
し
︑
或
い
は
異
学
異
⾒
の
⼈
に
惑
乱
せ
ら
る
る
等
︑
こ
れ
な
り
︒ 

〇
失
正
念
故
と
は
︑
こ
れ
第
⼀
故
な
り
︒
決
定
往
⽣
の
正
念
な
き
こ
と
な
り
︒
和
讃
﹇
⼀
⼀
の
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⼆
九
・
⼀
九
九
﹈
に
は
﹁
信
⼼
乱
失
す
る
を
こ
そ
︑
正
念
う
す
と
は
の
べ
た
も
う
﹂
と
︑
内
の

信
⼼
な
き
ゆ
え
に
︑
外
の
雑
縁
に
乱
動
せ
ら
る
る
な
り
︒ 

❷
與
仏
等
と
は
第
⼆
な
り
︒称
我
名
号
の
誓
い
を
信
ず
る
こ
こ
ろ
な
り
︒助
正
間
雑
す
る
ゆ
え
︑

不
相
応
と
云
う
︒ 

❸
與
教
等
と
は
︑
第
三
な
り
︒﹁
釈
尊
汝
好
持
是
語
﹂﹇
⼆
の
三
〇
﹈
の
教
勅
に
違
背
す
る
失
な

り
︒ 

❹
不
順
仏
等
と
は
︑
第
四
な
り
︒﹁
当
信
是
称
讃
﹂﹇
三
の
五
等
︑
六
⽅
段
﹈
の
諸
仏
の
語
に
順

ぜ
ざ
る
こ
と
な
り
︒ 

此
の
如
く
弥
陀
・
釈
迦
・
諸
仏
の
三
仏
の
本
意
に
そ
む
け
り
︒豈
に
な
ん
ぞ
往
⽣
す
べ
け
ん
や
︒

こ
の
四
失
の
中
︑第
⼆
の
與
本
願
不
相
応
故
の
因
故
が
重
き
な
り
︒そ
れ
ゆ
え
和
讃
に
⼗
三
失

の
中
︑
初
め
の
⼆
を
挙
げ
た
も
う
中
︑﹁
本
願
相
応
せ
ざ
る
ゆ
え
﹂
等
と
宣
ぶ
︒ 

然
れ
ば
本
願
と
相
応
す
る
ゆ
え
︑
正
念
う
る
な
り
︑
本
願
と
相
応
せ
ざ
る
ゆ
え
︑
正
念
を
失
す

る
こ
と
な
り
︒雑
修
の
⾏
者
も
念
仏
を
称
え
る
け
れ
ど
︑定
散
⾃
⼒
の
こ
こ
ろ
に
て
助
正
間
雑

す
る
ゆ
え
︑本
願
に
相
応
せ
ず
︒本
願
に
相
応
せ
ざ
る
ゆ
え
︑雑
縁
来
た
り
み
だ
る
な
り
等
の
︑

余
の
⼗
⼆
失
が
き
そ
い
お
こ
り
て
来
る
と
云
う
こ
こ
ろ
な
り
︒ 

 

〇
❺
係
念
不
相
続
と
は
︑係
念
は
⼤
経
に
係
念
我
国
と
あ
り
︒観
経
に
係
念
⼀
処
想
於
⻄
⽅
と

あ
る
︑
是
な
り
︒
し
れ
た
通
り
︑
⼼
を
か
け
る
こ
と
を
な
り
︒
よ
f
て
こ
の
係
念
不
相
続
の
⽂

は
︑
只
係
念
す
れ
ど
も
相
続
せ
ず
︒
憶
想
す
れ
ど
も
間
断
す
る
が
ゆ
え
に
︑
回
願
す
れ
ど
も
信

⼼
慇
重
真
実
な
ら
ざ
る
が
ゆ
え
に
と
よ
む
が
よ
し
と
︑
開
轍
院
︵
随
恵
師1722
V82

︶
も
申

さ
れ
て
た
り
︒
さ
れ
ば
係
念
す
れ
ど
も
相
続
せ
ず
と
は
︑
⼀
向
に
⼼
を
か
け
ぬ
で
は
な
し
︑
隨

縁
係
念
す
れ
ど
も
︑
真
⼼
が
相
続
せ
ぬ
こ
と
な
り
︒
誠
の
係
念
な
れ
ば
︑
⼼
を
⼀
境
に
住
せ
し

め
︑
弥
陀
に
⼼
を
か
け
︑
浄
⼟
に
念
を
か
け
て
相
続
す
べ
き
筈
な
り
︒
昨
⽇
は
弥
陀
に
⼼
を
か

け
︑
今
⽇
は
⼤
⽇
薬
師
に
⼼
を
か
け
る
等
︑
⼼
の
替
る
事
を
ば
︑
係
念
不
相
続
と
云
う
︒
こ
れ

第
五
の
失
な
り
︒ 

❻
憶
想
等
と
は
︑
こ
れ
は
第
六
な
り
︒
専
修
正
⾏
の
⾏
者
は
︑
憶
念
の
⼼
常
に
し
て
間
断
あ
る

こ
と
な
し
︒︵
冠
頭
讃
に
︑
弥
陀
の
名
号
と
な
え
つ
つ
信
⼼
真
に
獲
る
⼈
は
憶
念
の
⼼
常
に
し

て
仏
恩
報
ず
る
お
も
い
あ
り
︶︒
雑
⾏
の
⼈
は
折
々
思
い
出
せ
ど
も
︑
其
の
後
か
ら
そ
れ
を
捨

て
る
が
如
し
︒ 

問
う
て
云
わ
く
︒係
念
と
憶
念
と
よ
く
相
似
し
た
り
︑其
の
差
別
云
何
︒答
え
て
云
わ
く
︒﹃
決

疑
鈔
﹄に
⼆
義
︑﹃
私
集
鈔
﹄に
三
義
あ
れ
ど
も
煩
わ
し
く
弁
ぜ
ず
︒こ
れ
は
係
念
不
相
続
は
︑

想
い
の
か
け
処
が
か
は
る
の
失
な
り
︒
憶
想
間
断
は
︑
か
け
た
想
い
が
続
か
ぬ
失
な
り
︒
然
れ

ば
⼀
⾏
の
中
に
於
い
て
︑初
め
を
係
念
と
名
づ
け
︑後
を
憶
想
と
名
づ
け
る
と
⼼
得
る
べ
し
︒ 

❼
回
願
等
と
は
第
七
な
り
︒
回
願
は
即
ち
発
願
な
り
︒
慇
は
慇
懃
の
義
︑
重
は
叮
重
の
義
︑
ね

ん
ご
ろ
な
る
こ
と
な
り
︒
慇
重
な
ら
ず
と
は
︑
ね
ん
ご
ろ
な
ら
ぬ
粗
略
な
る
こ
と
で
︑
恭
敬
修

の
か
け
た
る
相
な
り
︒
専
修
の
⾏
者
は
︑
仏
の
回
向
発
願
し
給
う
処
な
る
が
ゆ
え
に
︑
願
⼼
相

続
し
て
慇
重
真
実
な
り
︒
此
の
係
念
と
憶
想
と
回
願
と
は
︑
⼀
⼝
に
い
え
ば
⼀
⼼
の
始
中
修

︵
初
中
終
？
︶
な
り
︒
不
相
続
と
間
断
と
不
慇
重
不
真
実
と
は
︑
⼀
⼝
に
い
え
ば
虚
仮
の
相
な
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り
︒
こ
れ
は
雑
⾏
は
所
修
の
⾏
体
の
失
な
り
︒
雑
修
は
能
修
の
機
の
失
に
て
︑
此
の
三
故
も
能

修
の
機
失
な
る
こ
と
︑
⽂
に
あ
り
て
顕
然
た
り
︒ 

❽
貪
瞋
等
と
は
第
⼋
な
り
︒
貪
瞋
は
知
る
べ
し
︒
諸
⾒
は
﹃
理
趣
分
讃
下
﹄
に
諸
⾒
は
五
⾒
な

り
︒
即
ち
横
に
推
度
す
る
な
り
︒
所
謂
⼼
⾒
・
辺
⾒
・
邪
⾒
等
の
五
⾒
な
り
︒
外
道
の
邪
⾒
の

こ
と
な
り
︒︵
略
︶︒
専
修
念
仏
の
⾏
者
は
︑
貪
瞋
諸
⾒
に
さ
え
ら
れ
て
間
断
せ
ず
︑
三
毒
の
煩

悩
は
屡
︵
し
ば
し
ば
︶
お
こ
れ
ど
も
︑
ま
こ
と
の
信
⼼
は
少
し
も
さ
え
ら
れ
ず
︑
貪
瞋
煩
悩
は

お
こ
れ
ど
も
︑中
間
の
⽩
道
は
⽔
⽕
の
た
め
に
さ
え
ら
れ
ず
︑⻄
へ
⾏
く
道
⼀
筋
は
あ
る
も
の

を
︑
烟
︵
け
む
り
︶
も
波
も
⽴
て
ば
⽴
て
か
し
と
︑
雑
修
⾃
⼒
の
⾏
者
は
︑
お
こ
る
煩
悩
を
ふ

み
と
め
ん
と
す
る
ゆ
え
︑
却
り
て
ま
け
を
と
り
て
憶
想
間
断
す
る
な
り
︒
専
修
の
⾏
者
は
︑
経

て
ば
⽴
て
か
し
と
︑
お
こ
る
煩
悩
が
却
り
て
仏
恩
を
喜
ぶ
縁
と
な
る
な
り
︒ 

❾
無
有
慚
等
と
は
︑
こ
れ
は
第
九
な
り
︒
専
修
正
⾏
の
⼈
も
︑
凡
夫
の
性
得
は
無
慚
無
愧
な
る

が
ゆ
え
に
︑
仏
願
に
乗
じ
他
⼒
を
た
の
む
⼿
前
で
は
︑
常
に
慚
愧
懺
悔
の
思
い
あ
り
︒
雑
修
⾃

⼒
の
⾏
者
は
︑
⼰
が
⾃
⼒
の
功
を
た
の
む
ゆ
え
︑
ま
こ
と
の
慚
愧
懺
悔
の
こ
こ
ろ
な
し
︒ 

 

◇
真
⾨
の
四
失 

〇
⼜
不
相
続
念
等
︑
こ
れ
は
雑
修
⼗
三
失
の
中
︑
第
⼗
な
り
︒ 

⼜
と
⼜
隔
の
⾔
あ
り
︒
こ
れ
よ
り
段
落
の
か
わ
る
こ
と
︑
著
し
︒
此
れ
に
於
い
て
総
じ
て
此
の

⼗
三
失
を
分
別
す
る
に
︑
上
来
弁
ぜ
し
初
め
の
九
失
は
︑
外
に
望
め
て
失
を
成
ず
る
な
り
︒
此

の
礼
讃
の
⼜
の
字
︑
眼
を
著
す
る
べ
し
︒
さ
て
そ
の
初
め
の
九
失
の
中
︑
初
め
の
四
は
︑
上
の

専
修
の
四
得
に
反
し
︑
第
五
六
七
⼋
九
は
︑
⾏
相
に
つ
く
失
な
り
︒
⼜
の
後
の
四
失
の
中
︑
初

め
の
⼀
は
︵
⼗
三
失
で
い
え
ば
第
⼗
︶︑
上
の
仏
に
向
う
て
の
失
な
り
︒
後
の
三
つ
は
︑
下
も

⼈
に
向
う
て
の
失
な
り
︒
な
お
⼜
﹃
広
⽂
類
﹄
の
御
引
⽤
を
い
え
ば
︑
此
の
⼗
三
失
の
⽂
を
︑

﹃
化
巻
﹄
⼆
か
所
へ
引
き
分
け
給
え
り
︒
初
め
の
九
失
を
︑﹃
観
経
﹄
の
要
⾨
の
下
へ
引
き
給

い
︑
後
の
四
失
を
﹃
阿
弥
陀
経
﹄
真
⾨
の
下
へ
引
い
て
あ
り
︒
然
れ
ば
﹃
観
経
﹄
の
修
諸
功
徳

の
機
の
失
へ
九
つ
︑﹃
⼩
経
﹄
の
善
本
徳
本
の
機
の
失
へ
四
つ
︑
合
し
て
⼗
三
失
な
り
︒
こ
れ

恐
ら
く
は
祖
師
聖
⼈
︑﹁
⼜
﹂
の
字
を
眼
を
付
け
給
い
︑
其
の
所
明
に
⼼
を
付
け
た
ま
い
て
の

巧
妙
な
る
御
引
⽤
と
窺
わ
れ
る
な
り
︒︵
鎮
⻄
云
々
略
す
︶︒ 

❿
不
相
続
等
︑専
修
念
仏
の
⾏
者
は
︑偏
に
仏
⼒
を
た
の
み
︑⾃
⼒
の
功
を
つ
の
ら
ざ
る
ゆ
え
︑

常
に
仏
恩
を
念
報
し
て
︑其
の
よ
ろ
こ
び
限
り
な
し
︒其
の
相
は
︑﹁
弥
陀
の
尊
号
称
え
つ
つ
﹂

﹇
⼀
⼀
の
三
五
・
⼆
六
七
﹈
等
︑
⼜
﹁
釈
迦
弥
陀
は
慈
悲
の
⽗
⺟
﹂﹇
⼀
⼀
の
⼆
九
・
⼀
九
⼆
﹈

等
︑
宣
ぶ
に
て
知
る
べ
し
︒
⾃
⼒
の
⾏
者
は
願
⼒
不
思
議
を
知
ら
ず
︑
⾃
⼒
の
功
を
つ
の
り
︑

我
つ
と
む
る
助
正
の
⼒
で
往
⽣
を
期
す
る
ゆ
え
︑
仏
恩
を
念
報
す
べ
き
筈
な
し
︒
和
讃
に
﹇
⼀

⼀
の
⼆
九
・
⼀
⼋
四
﹈﹁
⼀
⼼
を
得
ざ
る
⼈
な
れ
ば
︑
仏
恩
報
ず
る
⼼
な
し
﹂
と
の
た
も
う
事

な
り
︒
不
相
続
と
は
︑
仏
恩
を
思
う
憶
念
の
相
続
せ
ざ
る
こ
と
な
り
︒
そ
も
そ
も
当
流
に
常
に

談
じ
た
も
う
仏
恩
報
謝
の
念
仏
︑願
成
就
の
経
意
の
︑⼀
念
発
起
平
⽣
業
成
の
義
よ
り
出
た
る

こ
と
に
て
︑
種
々
の
道
理
あ
る
こ
と
勿
論
な
れ
ど
も
︑
正
定
業
の
念
仏
を
︑
報
謝
の
念
仏
と
称

す
る
こ
と
︑
豈
に
此
の
礼
讃
の
⽂
︑
明
快
た
る
証
⽂
に
⾮
ず
や
︒﹃
和
燈
﹄
の
元
祖
聖
⼈
︑
基

親
に
答
え
給
う
御
⾔
葉
︑
照
合
し
て
窺
う
べ
き
こ
と
な
り
︒
常
に
出
る
こ
と
な
れ
ば
︑
煩
わ
し
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く
弁
ぜ
ず
︒ 

⓫
⼼
⽣
軽
慢
等
︑
第
⼗
⼀
失
な
り
︒
軽
慢
と
は
︑﹃
法
界
次
第
上
﹄
⾃
ら
恃
︵
た
の
︶
ん
で
他

を
軽
ん
ず
る
を
軽
慢
と
云
う
と
あ
り
て
︑
雑
修
の
⾏
者
は
︑
我
な
れ
ば
こ
そ
︑
此
の
功
徳
を
修

す
れ
と
︑他
を
軽
ん
じ
⾃
ら
を
⾼
ぶ
る
が
軽
慢
な
り
︒名
利
は
貪
欲
よ
り
お
こ
る
愚
痴
の
⼀
分

な
り
︒
⾃
⼒
の
⾏
者
は
︑
其
の
煩
悩
の
相
応
し
︑
煩
悩
に
さ
え
ら
る
る
ゆ
え
に
︑
名
利
と
相
応

す
︒
仏
法
修
⾏
の
本
意
は
︑
徳
を
つ
つ
み
名
を
か
く
し
︑
名
利
を
い
と
い
離
る
る
こ
そ
本
意
な

る
ゆ
え
︑
⿇
の
⾐
を
か
き
合
わ
せ
︑
念
珠
を
つ
ま
ぐ
る
も
︑
⼈
に
帰
依
せ
ら
れ
ん
と
思
う
名
利

と
の
み
相
応
す
︒
こ
れ
雑
修
の
失
な
り
︒
他
⼒
念
仏
の
⾏
者
は
︑
凡
夫
の
性
得
と
し
て
︑
名
利

を
離
る
る
こ
と
は
な
ら
ね
ど
も
︑⾃
ら
の
功
を
か
ら
ず
︑他
⼒
の
⾏
を
仰
ぎ
⾏
ず
る
ゆ
え
に
︑

⼈
に
⾼
ぶ
る
べ
き
も
の
が
ら
も
な
き
ゆ
え
︑他
を
軽
ん
ぜ
ず
︒名
利
を
離
る
る
こ
と
な
ら
ね
ど

も
︑
仏
祖
の
御
冥
⾒
に
耻
じ
⼊
り
て
︑
名
利
と
相
応
せ
ざ
る
な
り
︒ 

⓬
⼈
我
⾃
覆
等
︑
第
⼗
⼆
失
な
り
︒
⼈
我
と
は
︑
性
相
家
の
所
判
な
れ
ば
︑
我
法
と
云
う
⼀
物

体
あ
り
と
執
ず
る
︑
我
執
の
こ
と
を
⼈
我
と
云
う
︒
今
は
強
ち
そ
れ
に
か
ぎ
ら
ず
︑
近
く
凡
夫

の
我
慢
の
こ
と
な
り
︒
⼈
に
負
け
ま
い
劣
る
ま
い
と
︑
我
情
を
つ
の
る
が
⼈
我
な
り
︒
⾃
覆
と

は
︑
⼼
に
是
⾮
・
邪
正
の
分
別
の
出
来
ぬ
よ
う
な
愚
鈍
な
も
の
で
も
な
け
れ
ど
も
︑
我
慢
の
煩

悩
に
覆
わ
れ
て
︑
善
悪
・
邪
正
の
⾒
分
け
が
出
来
ぬ
こ
と
︑
明
ら
か
な
眼
で
も
︑
も
の
を
も
f

て
こ
れ
を
覆
え
ば
︑⿊
⽩
を
み
る
こ
と
な
ら
ぬ
が
ご
と
し
︒そ
れ
ゆ
え
遂
に
同
⾏
を
あ
な
ど
り
︑

善
知
識
を
軽
蔑
し
て
︑親
近
せ
ざ
る
の
失
を
ま
ね
く
な
り
︒同
⾏
善
知
識
に
は
よ
く
よ
く
近
づ

く
べ
し
︒
親
近
せ
ざ
る
は
雑
修
の
失
な
り
︒﹃
御
⼀
代
聞
書
﹄
の
百
⼗
章
﹇
三
〇
の
⼆
⼀
・
⼀

五
〇
﹈
に
宣
ぶ
︑
こ
れ
な
り
︒
こ
の
同
⾏
善
知
識
の
⽂
︑
⼆
点
あ
り
て
︑
こ
の
引
点
の
通
点
あ

り
︒同
⾏
善
知
識
と
よ
む
こ
と
︑⼜
同
⾏
の
善
知
識
と
よ
む
こ
と
⼆
点
あ
り
︒同
⾏
の
と﹁
の
﹂

の
点
を
加
え
れ
ば
︑
同
⾏
即
善
知
識
の
こ
と
な
り
︒
同
⾏
善
知
識
と
よ
む
時
は
︑
同
⾏
と
善
知

識
と
相
違
釈
と
な
る
な
り
︒此
の
⼆
点
︑何
れ
に
て
も
可
な
り
︒さ
て
こ
の
同
⾏
善
知
識
の
⽂
︑

常
に
出
づ
る
が
如
く
︑
天
台
の
﹃
魔
訶
⽌
観
四
之
⼆
﹄
に
﹁
知
識
に
三
種
あ
り
︑
⼀
者
同
⾏
︑

⼆
に
は
教
授
︑
三
に
は
外
護
﹂
と
あ
り
︒
三
種
の
善
知
識
の
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
あ
り
︒
其

の
中
同
⾏
善
知
識
は
︑
我
が
友
と
︑
志
を
等
し
く
し
て
︑
同
船
に
乗
じ
た
る
如
く
︑
我
が
友
を

敬
い
︑
互
い
に
切
磋
琢
磨
し
て
修
⾏
を
励
む
が
同
⾏
の
善
知
識
な
り
︒
雑
修
の
⾏
者
は
︑
⾃
⼒

の
功
を
つ
の
る
故
に
︑兎
⾓
⾃
他
を
相
対
し
て
︑我
と
⼈
と
の
修
⾏
く
ら
べ
を
す
る
⼼
が
の
か

ぬ
ゆ
え
に
︑
我
こ
そ
天
晴
れ
修
す
れ
と
思
う
に
よ
り
て
︑
同
⾏
善
知
識
を
軽
蔑
し
︑
近
親
せ
ざ

る
の
失
を
出
だ
す
な
り
︒ 

⓭
楽
近
雑
等
︑
第
⼗
三
失
な
り
︒
楽
は
楽
欲
に
て
︑
好
き
こ
の
む
こ
と
︒
雑
縁
と
は
︑
異
学
・

異
⾒
・
別
解
・
別
⾏
な
り
︒
雑
修
の
⾏
者
は
︑
念
仏
申
し
な
が
ら
︑
浄
⼟
⾨
の
教
え
は
あ
さ
は

か
な
よ
う
に
思
f
て
︑
異
学
・
異
⾒
の
聖
道
の
修
⾏
を
す
る
⼈
に
近
づ
く
ゆ
え
︑
他
⼒
念
仏
の

安
⼼
を
得
ず
︑⾃
ら
も
あ
や
ま
ち
⼈
を
も
あ
や
ま
た
し
む
る
ゆ
え
︑往
⽣
の
正
⾏
を
⾃
障
障
他

す
る
と
い
ま
し
め
た
も
う
︒
往
⽣
の
正
⾏
と
は
︑
即
ち
こ
れ
念
仏
な
り
︒
雑
修
の
者
は
︑
好
み

て
異
学
・
異
⾒
の
⼈
に
近
づ
き
て
︑
⾃
ら
往
⽣
の
正
⾏
を
失
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
更
に
⼜
他
を

す
す
め
︑
他
⼈
の
往
⽣
の
正
⾏
障
え
る
こ
と
な
り
︒
和
讃
﹇
⼀
⼀
の
⼆
九
・
⼆
〇
三
﹈
に
﹁
⻄

路
を
指
授
せ
し
か
ど
も
﹂
等
と
宣
ぶ
︑
こ
れ
な
り
︒
問
う
て
⽈
く
︒
念
仏
は
こ
れ
専
修
正
⾏
な
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れ
ば
︑
雑
修
の
失
は
蒙
る
ま
じ
き
に
あ
ら
ず
や
︒
答
え
て
云
わ
く
︒
し
か
ら
ず
︒﹃
化
巻
本
﹄

﹇
⼀
⼆
の
⼀
⼋
六
﹈
の
御
⾃
釈
で
は
︑﹁
真
に
知
ん
ぬ
︒
専
修
に
し
て
⽽
︵
し
か
︶
し
て
雑
⼼

な
る
者
は
⼤
慶
喜
⼼
を
獲
ず
︒﹂
等
︑
こ
れ
阿
弥
陀
経
真
⾨
の
下
の
御
釈
な
り
︒
然
れ
ば
念
仏

ば
か
り
を
称
え
る
処
で
は
︑専
修
と
い
わ
れ
る
け
れ
ど
も
︑其
の
称
え
こ
こ
ろ
に
定
散
⼼
が
ま

じ
る
ゆ
え
︑専
修
に
し
て
⽽
も
雑
⼼
な
る
も
の
と
云
わ
る
る
が
︑阿
弥
陀
経
当
分
の
機
類
な
り
︒ 

問
う
て
云
わ
く
︒
上
来
所
明
の
⼗
三
失
︑
雑
修
の
⼈
は
み
な
こ
れ
を
具
す
る
や
︒
答
え
て
云
わ

く
︒︵
鎮
⻄
︑
⻄
⼭
の
説
云
々
略
す
︶︒
雑
修
の
⾏
者
は
︑
此
の
⼗
三
失
︑
み
な
悉
く
具
⾜
す
る

こ
と
な
り
と
知
る
べ
し
︒︵
他
派
の
説
を
否
定
す
︶︒ 


