
真
宗
は
親
鸞
聖
人
を
宗
祖
と
あ

し
ゅ
う
そ

お
ぎ
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
帰
し

て
念
仏
を
申
し
、
全
て
の
人
々
と

共
に
救
わ
れ
る
べ
く
、
浄
土
に
生

ま
れ
往
く
道
に
生
き
る
教
え
で

す
。近

年
、
真
宗
大
谷
派
ご
本
山
（

東
本
願
寺
）
で
は
宗
祖
親
鸞
聖
人

の
七
百
五
十
回
忌
が
勤

修
さ
れ

ご
ん
し
ゅ
う

ま
し
た
。
七
百
五
十
回
忌
を
縁
と

し
て
作
成
さ
れ
た
真
宗
大
谷
派
教

団
の
テ
ー
マ
が

今
、
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き

「

」

て
い
る

と
い
う
言
葉
で
す
。

「
今
、
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生

き
て
い
る
」
と
云
う
言
葉
に
つ
い

て
は
い
ろ
い
ろ
話
題
に
な
り
ま
し

た
が
、
現
代
の
状
況
に
お
い
て
、

こ
の
言
葉
は
非
常
に
深
い
意
味
を

も
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
言
葉
が
何
を
言

お
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
私
た
ち
は
普
通
「
私
が
私

の
い
の
ち
を
生
き
て
い
る
」
あ
る

い
は
「
私
は
七
十
年
な
り
八
十
年

な
り
の
私
の
寿
命
を
生
き
る
の

だ
」
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
八
十
年
な
り
の
寿
命
の

内
容
を
ど
の
よ
う
に
〈
盛
り
つ
け

る
〉
か
が
人
間
の
生
き
甲
斐
で
あ

が

い

り
人
生
の
目
的
だ
と
思
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

知
識
や
技
術
を
身
に
付
け
る
。

才
能
を
伸
ば
す
。
財
産
を
作
る
。

事
業
を
発
展
さ
せ
る
。
子
供
を
育

て
る
。
趣
味
や
道
楽
を
充
分
に
楽

し
む
。
人
格
を
高
め
て
い
く
等
、

た
だ
生
き
て
い
る
の
は
無
意
味
で

あ
っ
て
、
私
の
い
の
ち
の
内
容
を

如
何
に
価
値
あ
る
も
の
に
し
て
ゆ

く
こ
と
こ
そ
が
大
事
な
こ
と
だ
と

思
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
ど
れ
ほ
ど
人
生
の
内
容

を
豊
か
に
し
て
も
「
い
の
ち
あ
っ

て
の
物
種
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ

も
の
だ
ね

の
肉
体
と
し
て
の
い
の
ち
（
寿
命
）

を
こ
そ
第
一
に
考
え
、
健
康
で
長

生
き
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。し

か
し
、
こ
う
い
う
人
生
観
の

本
に
あ
る
の
は
、
八
十
年
な
り
の

〈

〉

、

い
の
ち
は

私
の
も
の

で
あ
り

い
の
ち
を

管
理
し
、

か

ん

り

い
の
ち
を

支
配
し
、

い
の
ち
を

操

る

の

あ
や
つ

は
〈
私
〉

で
あ
る
と

心
の
底
で
思
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
い
わ
ば
「
い
の

ち
は
誰
の
も
の
か
」
と
自
ら
に
問

う
な
ら
ば
「
そ
れ
は
私
の
も
の
」

と
い
う
答
え
が
返
っ
て
く
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
そ
の
場
合
の
「
い
の
ち
」

は
ど
こ
ま
で
も
「
私
の
肉
体
と
し

て
の
い
の
ち
」
の
外
に
は
な
い
と

思
っ
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
ゆ
え
死
ん
だ
ら
何
も
無
く

な
り
、
何
も
で
き
な
く
な
り
、
も

は
や
何
も
楽
し
む
こ
と
は
で
き
な

く
な
る
の
で
、
で
き
る
だ
け
死
な

な
い
よ
う
に
し
、
安
全
を
確
保
し

て
、
生
き
の
び
よ
う
と
し
ま
す
。

こ
う
し
て
「
死
ぬ
の
は
仕
方
が

な
い
の
で
、
死
ぬ
ま
で
大
い
に
有

、

」
、

意
義
に
生
き
よ
う

楽
し
も
う

そ
れ
が
私
た
ち
の
ば
く
ぜ
ん
と
し

た
人
生
観
に
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
ど
ん
な
に
死

に
対
し
て
予
防
し
、
死
へ
の
対
策

を
講
じ
て
も
人
は
死
を
ま
ぬ
が
れ

こ
う

ま
せ
ん
。
死
ね
ば
自
分
の

貯

え

た
く
わ

た
財
産
は
他
の
物
と
な
り
、
持
て

る
才
能
も
技
術
も
役
に
立
た
ず
、

ど
ん
な
楽
し
み
も
も
は
や
楽
し
め

ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
、
無
に
帰
し

て
し
ま
い
ま
す
。

し
か
も
肉
体
の
い
の
ち
は
老
化

し
死
へ
と
急
ぐ
い
の
ち
で
す
か

ら
、
人
生
の
基
本
的
な
色
調
は
グ

レ
ー
で
あ
り
、
憂

愁
が
人
生
生

ゆ
う
し
ゅ
う

活
の
本
に

漂

っ
て
い
ま
す
。

た
だ
よ

こ
う
し
た
憂

愁
な
り
悲
哀
と

ゆ
う
し
ゅ
う

ひ

あ

い

い
う
形
で
現
れ
て
き
て
い
る
憂
苦
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い
の
ち
が
私
を
生
き
て
い
る

教仏名聞

》

《念
佛
寺
永
代
経
法
要

（
火
）

四
月
二
十
二
日

午
後
二
時
始

藤
本
千
穂
美
師

講
師

＊
同
日
（
四
月
二
十
二
日
）

勤
行

午
前
十
時
・

（
念
佛
寺
住
職
の
法
話
で
す
）



は
、
そ
の
本
に
、
肉
体
的
な
い
の

ち
）
を
〈
私
の
も
の
〉
あ
る
い
は

〈
私
自
身
〉
の
如
く
に
思
い
こ
ん

で
、
そ
れ
に
執
着
し
て
い
る
、
い

わ
ば
私
（
自
我
）
が
い
の
ち
の
主

体
、
支
配
者
の
よ
う
に
思
っ
て
い

る
か
ら
憂
苦
を

免

れ
な
い
の
だ

ま
ぬ
が

と
仏
教
で
は
指
摘
し
て
い
ま
す
。

し

て

き

そ
し
て
仏
の
教
え
の
結
論
か
ら

言
え
ば
、
事
実
は

「
私
が
私
の

、

も
の
で
あ
る
い
の
ち
を
生
き
て
い

る
」
の
で
は
な
く
て

「
い
の
ち

、

の
方
が
私
の
基
盤
と
し
て
生
き
て

い
る

「
い
の
ち
に
於
て
私
が
生

」

」
、

「

」

き
て
い
る

い
わ
ば

い
の
ち

の
方
が
本
で
あ
る
、
そ
れ
が
真
実

な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
失
っ
て

い
る
と
こ
ろ
に
人
生
の
根
本
問
題

が
あ
る
、
と
仏
教
で
は
説
い
て
い

ま
す
。

「
い
の
ち
の
中
の
私
」
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
「
私
の
い
の
ち
」

で
あ
る
、
と
い
う
倒
錯
が
根
源
的

な
迷
い
な
の
で
あ
る
、
と
説
か
れ

て
い
ま
す
。

で
は
「

い
の
ち
〉
の
方
が
私

〈

の
基
盤
と
し
て
あ
り
、
そ
の
上
に

生
き
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
そ
の

い
の
ち

と
は

ど
う
い
う

い

〈

〉

、

「

の
ち
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
生
ま
れ
て
老
い
て
病
い

と
な
り
死
ん
で
い
く
〈
肉
体
的
な

い
の
ち
〉
で
は
な
く
て
、
そ
の
肉

体
的
い
の
ち
に
離
れ
ず
、
肉
体
的

な
い
の
ち
が
そ
の
〈
い
の
ち
〉
に

よ
っ
て
あ
り
、
肉
体
的
な
い
の
ち

と
し
て
現
れ
て
い
る
「
ま
こ
と
の

い
の
ち
」
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
「
ま
こ
と
の
い
の
ち
」
は

「
目
に
見
え
な
い
」
の
で
あ
り
、

し
か
も
無
量
な
働
き
で
す
。
そ
の

（

）
、

無
量
な
い
の
ち

無
量
寿
如
来

そ
れ
が
〈
ま
こ
と
の
い
の
ち
〉
で

あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
無
量
な
い
の
ち
が
今

こ
こ
に
限
定
さ
れ
て
あ
る
の
が
今

こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
肉
体
と
し

て
の
い
の
ち
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
は
、
肉
体
の
い
の
ち
を
し

て
い
の
ち
た
ら
し
め
、
肉
体
の
い

の
ち
を
貫
い
て
、
今
こ
こ
に
働
き

ど
う
し
に
働
い
て
い
る
限
り
な
い

い
の
ち
の
は
た
ら
き
で
あ
り
ま

す
。
ま
さ
に
肉
体
的
な
い
の
ち
の

根
源
的
な
い
の
ち
で
あ
り
、
人
の

真
実
主
体
で
あ
る
べ
き
い
の
ち
と

し
て
働
き
づ
め
に
働
い
て
い
る
の

で
す
。

こ
こ
が
な
か
な
か
分
か
り
づ
ら

い
点
な
の
で
す
が
、
あ
る
賢
者
が

譬
喩
で
や
さ
し
く
教
え
て
下
さ
っ

ひ

ゆ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は

〈
か
ら
だ
の
い
の
ち
と
量
り
な

き
い
の
ち
の
関
係
は
、
ち
ょ
う
ど

雲
と
大
空
の
大
気
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

雲
は
大
気
の
中
に
あ
り
、
大
気

に
お
い
て
生
じ
、
大
気
を
離
れ
て

は
存
在
し
得
な
い
。

雲
は
私
た
ち
の
有
限
な
い
の
ち

に
た
と
え
ら
れ
、
大
空
の
大
気
は

無
量
な
い
の
ち
に
た
と
え
ら
れ

る
〉

と
た
と
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
と
え
の
よ
う
に
、
目
に

見
え
な
い
広
大
な
空
の
大
気
を

〈

〉

、

ま
こ
と
の
い
の
ち

に
た
と
え

そ
こ
か
ら
生
じ
た
雲
を
私
た
ち
の

〈
肉
体
的
な
い
の
ち
〉
に
た
と
え

て
い
ま
す
。
そ
し
て
私
た
ち
は
雲

の
い
の
ち
し
か
知
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
雲
を
し
て
雲
の
存
在

を
可
能
な
ら
し
め
る
の
は
大
気
で

あ
る
よ
う
に
、
そ
の
大
気
の
い
の

ち
を
離
れ
て
は
私
た
ち
の
雲
の
如

き
い
の
ち
も
存
在
し
得
ま
せ
ん
。

し
か
る
に
私
た
ち
は
雲
の
い
の
ち

し
か
知
ら
ず
、
そ
れ
に
妄
執
し
、

そ
れ
に
し
が
み
つ
い
て
い
ま
す
。

し
か
も
私
と
い
う
雲
と
他
者
の

雲
と
を
比
較
し
、
大
き
さ
や
色
や

形
の
よ
う
な
持
ち
物
（
才
能
、
財

産
、
社
会
的
地
位
、
学
歴
な
ど
）

を
競
い
合
っ
て
煩
っ
て
い
ま
す
。

青
空
の
大
気
の
よ
う
な
明
る
い

い
の
ち
を
私
は
長
い
間
知
ら
な
か

っ
た
の
で
す
。
そ
れ
を
見
失
っ
て

い
た
の
で
す

「
今
い
の
ち
が
私

。

を
生
き
て
い
る
」
と
い
う
「
い
の

ち
」
は
、
こ
の
よ
う
な
寿
命
無
量

（
ア
ミ
ダ
）
と
し
て
の
明
る
い
い

の
ち
で
す
。

そ
う
い
う
私
た
ち
に
、
量
り
な

き
い
の
ち
自
身
（
ア
ミ
ダ
）
が
、

（

）

、

名
号

南
無
阿
弥
陀
仏

と
し
て

私
た
ち
に
現
れ
、
私
た
ち
に
喚
び

よ

か
け

私
に

こ
こ
に
い
る

助

、

「

」「

け
る

「
お
前
を
引
き
受
け
る
」

」

「
お
前
の
主
で
あ
る
ぞ
」
と
喚
び

か
け
、
知
ら
せ
て
下
さ
る
み
言
葉
、

そ
れ
が
お
念
仏
の
声
で
あ
り
、
南

無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
で
す
。

量
り
な
き
い
の
ち
に
は
、
量
り

な
い
智
慧
と
慈
悲
の
徳
が
あ
り
、

一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の

苦
を
除
き
真
実
の
楽
を
与
え
、
仏

に
し
た
や
り
た
い
と
い
う
大
悲
の

智
慧
が
名
号
と
な
っ
て
私
た
ち
に

働
き
か
け
て
下
さ
っ
て
い
る
こ
と

を
、
こ
の
上
な
い
悟
り
を
開
か
れ

た
仏
陀
釈
尊
は
告
げ
知
ら
せ
て
下

つ

さ
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
仏
陀
の
お
言
葉
（
経
典
）

に
よ
っ
て
私
た
ち
は
量
り
な
い
大

悲
の
働
き
を
、
聞
く
こ
と
が
で
き
、

知
る
こ
と
が
で
き
、
信
じ
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
阿
弥
陀
仏
（
無
量

寿
仏
）
の
御
名
を
聞
く
時
、
私
た

ち
は
「
今
い
の
ち
が
私
を
生
き
て

い
る
」
と
い
う
こ
と
が
ほ
の
か
に

知
ら
さ
れ
ま
す
。
こ
の
感
知
は
私

た
ち
の
喜
び
で
あ
り
安
ら
ぎ
と
な

り
ま
す
。

私
た
ち
を
摂
め
取
り
た
も
う
こ

お
さ

の
い
の
ち
は
不
死
で
あ
り
、
慈
悲

で
あ
り
、
智
慧
で
あ
り
、
充
実
で

あ
る
と
、
有
難
く
お
聞
か
せ
い
た

だ
く
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
て
「
今
い
の
ち
が
あ
な

た
を
生
き
て
い
る
」
と
い
う
言
葉

が
実
感
と
な
っ
て
「
今
い
の
ち
が

私
を
生
き
て
い
る
」
と
い
う
喜
び

に
な
ら
し
め
た
も
う
の
が
お
念
佛

で
あ
り
ま
す
。

お
念
佛
は
、
生
ま
れ
て
死
ぬ
る

身
を
超
え
し
め
、
自
分
と
他
者
を

比
較
す
る
価
値
意
識
（
コ
ン
プ
レ

ッ
ッ
ク
ス
）
を
超
え
し
め
る
〈
普

遍
的
な
い
の
ち
〉
に
、
で
あ
わ
せ

て
下
さ
る
法
な
の
で
あ
り
ま
す
。

（
了
）

》

《
春
季
彼
岸
会
法
要

午
後
二
時
始

三
月
二
十
二
日
（
土
）



弘
経
大
士
宗
師
等

拯
済
無
辺
極
濁
悪

道
俗
時
衆
共
同
心

唯
可
信
斯
高
僧
説

（
書
き
下
し
）
弘
経
の
大
士
・
宗

ぐ
き
ょ
う

師
等
、
無
辺
の
極
濁
悪
を
拯

済

じ
ょ
う
さ
い

し
た
ま
う
。
道
俗
時
衆
、
共
に
同

じ

し

ゅ

心
に
、
た
だ
こ
の
高
僧
の
説
を
信

ず
べ
し
、
と
。

（
現
代
語
訳
）
淨
土
の
教
え
を
広

め
て
く
だ
さ
っ
た
祖
師
方
は
、
数

限
り
な
い
五
蜀
の
世
の
衆
生
を
み

な
お
導
き
に
な
る
。
出
家
の
も
の

も
在
家
の
も
の
も
今
の
世
の
人
々

は
み
な
と
も
に
、
た
だ
こ
の
高
僧

方
の
教
え
を
仰
い
で
信
じ
る
が
よ

い
。

＊

「

弘
経
の
大
士
〉
の
弘
経
と

Ｎ

〈

ぐ
き
ょ
う

い
う
の
は
、
経
典
に
説
か
れ
た
浄

土
の
教
え
を
ひ
ろ
め
た
も
う
こ
と

。

〈

〉

で
す
ね

で
は

大
士
・
宗
師
等

と
は
」

「
こ
こ
の
大
士
と
は
菩
薩
の
こ

Ｄと
で
、
正
信
偈
で
は
龍
樹
菩
薩
と

天
親
菩
薩
の
こ
と
で
あ
り
、
次
の

宗
師
と
は
曇
鸞
・
道

綽
・
善
導

ど
ん
ら
ん

ど
う
し
ゃ
く

・
源
信
・
法
然
の
五
人
の
高
僧
方

ほ
う
ね
ん

大

の
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
〈

〉
と
は
七
高
僧
の
こ

士
宗
師
等

と
で
す
」

「
極
濁
悪
と
は
」

Ｎ
「
衆
生
の
こ
と
で
、
阿
弥
陀
佛

Ｄか
ら
見
ら
れ
て
い
る
私
た
ち
衆
生

は
、
煩
悩
の
固
ま
り
の
様
な
極
め

て
濁
っ
た
心
を
も
っ
た
存
在
で
あ

る
と
告
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

が
ま
た
私
の
す
が
た
で
あ
り
ま

す
。
限
り
な
き
清
浄
真
実
の
仏
心

大
悲
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
衆
生

は
、
我
執
我
愛
で
濁
り
き
っ
て
い

に
ご

る
存
在
で
あ
る
と
申
さ
れ
る
の
で

あ
り
ま
し
ょ
う
」

「

汝
は
煩
悩
に
濁
り
き
っ
て

Ｎ

〈

い
る
存
在
な
の
だ
〉
と
何
度
も
何

度
も
お
知
ら
せ
を
い
た
だ
く
の
で

す
ね
。
何
度
も
聞
き
続
け
な
け
れ

ば
、
い
つ
の
間
に
か
〈
私
は
煩
悩

の
少
な
い
善
人
〉
で
あ
る
と
い
う

と
こ
ろ
に
直
ぐ
腰
を
下
ろ
し
て
し

ま
い
ま
す
。
愚
か
な
者
で
す
」

「
極
濁
悪
の
身
で
あ
る
と
徹
底

Ｄし
て
私
た
ち
の
心
の
底
の
底
ま
で

知
り
抜
い
て
下
さ
っ
て
、
そ
ん
な

私
た
ち
を
助
け
よ
う
、
仏
に
し
よ

う
と
立
ち
上
が
っ
て
下
さ
っ
た
如

来
法
蔵
様
な
の
で
す
。
聖
人
は

そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身

〈に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と

お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か

〉

た
じ
け
な
さ
よ

と
仰
せ
に
な
っ
て
い
ま
す
」

「

無
辺
の
極
濁
悪
を
拯

済
し

Ｎ

〈

じ
ょ
う
さ
い

た
ま
う
〉
と
は
」

「
七
高
僧
は
、
阿
弥
陀
仏
が
ど

Ｄこ
ど
こ
ま
で
も
よ
り
そ
っ
て
数
限

り
な
い
極
悪
の
衆
生
を
〈
拯
済
し

た
ま
う
〉
こ
と
を
私
た
ち
に
知
ら

せ
、
私
た
ち
を
救
い
に
導
い
て
下

さ
る
、
と
聖
人
は
仰
せ
に
な
る
の

で
す
。
七
高
僧
は
阿
弥
陀
仏
の
お

心
を
私
た
ち
に
知
ら
せ
ん
が
為
に

現
れ
て
下
さ
っ
た
化
身
の
よ
う
に

聖
人
は
感
じ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
」

「

道
俗
時
衆
〉
と
は
」

Ｎ

〈

じ

し

ゅ

「

、

、

道
俗
と
は

道
は
出
家
を
表
し

俗
は
俗
人
い
わ
ば
在
家
を
表
し
ま

す
。
時
衆
は
今
の
時
の
衆
生
と
い

う
意
味
で
、
現
代
に
生
き
る
人
々

と
い
う
こ
と
で
す

〈
道
俗
時
衆

。

よ
〉
と
喚
び
か
け
て
お
ら
れ
る
の

で
す
」

「
そ
う
す
る
と
道
俗
時
衆
と
は

Ｎ今
に
生
き
る
全
て
の
人
々
よ
、
と

い
う
意
味
で
す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
。
弥
陀
の
本

Ｄ

願
の
前
に
は
、
出
家
と
か
在
家
と

か
の
区
別
も
差
別
も
あ
り
ま
せ

ん
。
本
願
の
仏
教
に
お
い
て
は
、

出
家
で
あ
る
と
か
在
家
で
あ
る
と

か
の
差
異
を
ま
っ
た
く
超
え
て
い

こ

る
の
で
す
。
た
だ
〈
生
け
る
も
の

で
あ
る
〉
と
い
う
だ
け
で
弥
陀
の

本
願
の
救
い
の
対
象
で
あ
り
ま

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
弥
陀
の

本
願
か
ら
見
る
と
全
て
の
衆
生
は

平
等
で
す
。
た
だ
し
煩
悩
具
足
の

凡
夫
で
あ
る
と
い
う
平
等
で
す
」

「

共
に
同
心
に
、
た
だ
こ
の

Ｎ

〈

高
僧
の
説
を
信
ず
べ
し
〉
と
は
」

「
今
に
生
き
る
一
切
の
人
々
よ
、

Ｄこ
の
七
高
僧
の
説
き
表
し
て
下
さ

っ
た
阿
弥
陀
仏
の
本
願
念
仏
を
、

共
に
心
を
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
同

じ
く
寄
せ
て
、
唯
だ
弥
陀
の
本
願

を
こ
そ
信
ず
べ
き
で
あ
る
、
そ
し

て
そ
れ
が
人
生
の
も
っ
と
も
肝
要

な
こ
と
な
の
で
す
、
と
現
代
の
私

た
ち
に
聖
人
は
お
勧
め
下
さ
る
の

で
す
」

「
七
高
僧
の
説
と
い
う
の
も
弥

Ｎ陀
の
本
願
の
ほ
か
に
は
無
い
の
で

す
ね
」

「

、

、

Ｄ

え
え

釈
尊
が
浄
土
の
経
典

こ
と
に
仏
説
無
量
寿
経
に
弥
陀
の

本
願
を
お
説
き
下
さ
い
ま
し
た
。

そ
し
て
無
量
寿
経
の
核
心
が
弥
陀

の
本
願
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
切
衆

生
を
平
等
に
自
利
利
他
円
満
の
仏

に
成
さ
し
め
た
も
う
大
悲
の
真
実

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
本
願
の
念
仏

と
な
っ
て
私
た
ち
の
上
に
届
い
て

い
ま
す
。
そ
れ
を
聞
き
そ
れ
を
信

じ
る
信
心
一
つ
で
、
仏
に
な
る
べ

き
身
と
定
ま
る
と
い
う
不
可
思
議

な
誓
願
の
仏
法
で
あ
る
こ
と
、
そ

の
こ
と
を
私
た
ち
の
上
に
明
ら
か

に
し
て
下
さ
っ
た
方
々
が
七
高
僧

で
あ
り
、
親
鸞
聖
人
で
す
。
本
願

を
最
初
に
説
か
れ
た
釈
尊
、
そ
し

て
七
高
僧
、
親
鸞
聖
人
と
、
一
河

の
流
れ
の
様
に
弥
陀
の
本
願
は
流

れ
て
き
て
今
、
私
の
上
に
南
無
阿

弥
陀
仏
の
声
と
な
っ
て
お
知
ら
せ

下
さ
い
ま
す
」

「
親
鸞
聖
人
を
含
む
弘
経
の
大

Ｎ

ぐ
き
ょ
う

士
宗
師
等
が
〈
汝
、
仏
説
で
あ
る

弥
陀
の
本
願
を
唯
だ
信
ぜ
よ
、
こ

こ
に
汝
の
救
い
が
既
に
与
え
ら
れ

て
い
る
で
は
な
い
か
、
外
の
ど
こ

に
汝
は
助
か
る
道
を
探
そ
う
と
し

さ
が

て
い
る
の
か
〉
と
お
勧
め
下
さ
っ

す
す

て
い
る
よ
う
に
私
に
は
感
じ
ら
れ

ま
す
」

「
え
え
そ
う
で
す
ね

〈
高
僧

Ｄ

。

の
説
を
唯
信
ず
べ
し
〉
と
は
唯
だ

本
願
念
仏
を
信
ず
べ
し
と
い
う
こ

と
で
す
。
正
信
偈
は
〈
無
量
寿
如

来
の
仰
せ
、
す
な
わ
ち
本
願
の
仰

せ
に
帰
命
せ
よ
〉
で
初
ま
り
、
最

き
み
ょ
う

後
に
唯
だ
高
僧
の
説
で
あ
る
弥
陀

の
本
願
を
信
ぜ
よ
で
終
わ
っ
て
い

る
の
で
す
」

（
了
）

正
信
偈
に
学
ぶ
問
答

（
六
十
一
）



（
昭
和
五
十
八
年
七
月
二
十
三
日
の
木
村
無
相

さ
ん
か
ら
私
へ
の
お
手
紙
）

◎

和
上
苑
の
二
階
の
自
室
に
て
、
仰
臥
し
つ
つ

無
相

②
さ
て
、
紀
さ
ん
の
七
月
十
六
日
消
印
の
法
信

の
、
法
信
部
分
を
全
部
書
き
ま
す
。

私
に
は
こ
れ
で
信
じ
た
と
い
う
も
の
は
何
も
あ

り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
信
ず
る
心
な
き
も
の
に
こ
そ
ナ

ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
と
浸
み
入
っ
て
下
さ
る
お
心
が
（
ほ

し

の
か
な
ほ
の
か
な
光
と
な
っ
て
）
時
々
嬉
し
く
感
ぜ

う
れ

ら
れ
ま
す
。

こ
こ
ま
で
に
つ
い
て
今
日
の
ミ
ニ
レ
タ
ー
の

①
に
大
体
書
き
ま
し
た
。
さ
て
こ
の
②
は
こ
れ

か
ら
ア
ト
の
こ
と
に
つ
い
て
書
か
せ
て
も
ら
い

た
い
の
で
す
。

し
か
し
大
抵
は
、
何
と
も
な
い
心
で
す
。
又
、
何

た
い
て
い

と
も
な
い
心
を
何
と
か
し
よ
う
と
も
思
い
ま
せ
ん
。

何
と
も
な
い
心
の
ま
ま
に
、
歩
か
せ
て
も
ら
っ
て
お

り
ま
す
。
ナ
ム
ア
ミ
ダ
佛
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
と
。
合

掌こ
れ
で
お
し
ま
い
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

ま
こ
と
に
、
短
く
簡
単
で
す
が
、
こ
こ
が
大

切
な
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

○

「

」

、

私
が
こ
の

何
と
も
な
い

と
い
う
言
葉
に

、

、

は
じ
め
て
合
っ
た
の
は

も
う
四
十
年
も
前
か

三
十
七
、
八
才
の
こ
ろ
の
こ
と
で

（
今
の
紀
さ

、

ん
の
こ
ろ
か
、
私
は
お
そ
く
て
、
三
十
二
才
か

ら
は
じ
め
て
真
宗
の
寺
に
い
っ
て
、
真
宗
の
御

縁
に
あ
い
だ
し
た
の
で
す
。
紀
さ
ん
の
今
の
三、

十
八
才
ご
ろ
は
松
原
先
生
の
寺
を
出
た
当
時
で

念
仏
は
申
し
て
い
た
が
、
ナ
ニ
も
わ
か
ら
な
い

の
で
し
た

）
。

○

さ
て
、
私
が
「
何
と
も
な
い
」
と
い
う
言
葉

に
、
は
じ
め
て
合
っ
た
の
は
今
か
ら
四
十
年
前

の
三
十
八
、
九
の
こ
ろ
で
し
て
、
丁
度
、
今
の

紀
さ
ん
の
ト
シ
ゴ
ロ
で
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
二

十
年
も
、
そ
れ
が
ナ
ニ
を
意
味
す
る
か
、
わ
か

ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

○

そ
れ
は
『
庄
松
あ
り
の
ま
ま
の
記
』
に
庄
松。

同
行
の
言
葉
と
し
て
二
度
の
っ
て
い
る
の
で
す

一
番
は
じ
め
は

（
今
、
チ
ョ
ッ
ト
『
あ
り
の
ま

、

ま
記
』
が
見
つ
か
ら
ん
の
で
『
信
者
め
ぐ
り
』

に
よ
っ
て
書
き
ま
す

）
。

○

『
信
者
め
ぐ
り
』

頁
に
、
次
の
如
く
あ
り

９１

ま
す
。

庄
松
同
行
の
厚
信
な
る
こ
と
を
聞
き
、
江
州

（
滋
賀
県
）
長
浜
の
同
行
、
カ
ゴ
を
以
て
請

待

も
っ

し
ょ
う
た
い

し
た
。

其
の
晩
の
勤
行
に
は
「
帰
命
無
量
寿
如
来
」

そ

で
始
ま
り
て
「
往
生
安
楽
国
」
で
終
わ
る
か
と

思
う
た
ら
（
庄
松
が
導
師
）
鐘
を
打
ち
「
ナ
ン

か
ね

ト
モ
ナ
イ
ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
」
と
い
う
だ
け
で
終

。

。

わ
っ
た

多
く
の
参
詣
人
は
皆
驚
い
た
と
あ
る

、

、

又

如
何
な
る
ウ
マ
イ
話
が
あ
る
か
と
思
い

い

か

今
か
今
か
と
待
ち
う
け
て
居
た
が
、
一
言
の
御

。

。

法
話
も
な
い

た
だ
ジ
ッ
ト
座
っ
て
居
る
だ
け

皆
ア
テ
が
は
づ
れ
て
ア
ク
ビ
ま
じ
り
に
念
仏

称
え
な
が
ら
、
不
足
や
小
言
を
云
い
帰
っ
た
と

あ
る
。
そ
の
ア
ト
で
、
宿
の
主
人
が
庄
松
に
不

足
を
云
う
た
。

『
ア
ン
タ
も
あ
ん
ま
り
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
の
遠

方
ま
で
来
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
あ
り
が
た
い

話
を
聞
か
せ
て
も
ら
い
た
い
た
め
で
あ
る
。
そ』

れ
に
一
言
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
も
ん
か

庄
松
曰
く

『
何
を
言
う
。
今
晩
は
あ
り
が
た
い
話
が
あ
っ

た
じ
ゃ
な
い
か
』

主
人
曰
く

『
ナ
ニ
あ
り
が
た
い
話
が
あ
る
も
の
か
、
一
言

も
な
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
』

と
重
ね
て
不
足
を
言
う
た
。

庄
松
曰
く

『
私
は
又
、
非
常
に
あ
り
が
た
い
話
が
聞
こ
え

た
。
ア
チ
ラ
に
も
、
あ
あ
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
、

コ
チ
ラ
に
も
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
、
実
に
あ
り
が

た
か
っ
た
。
こ
の
辺
に
は
、
そ
れ
で
は
、
ナ
ム

ア
ミ
ダ
ブ
ツ
よ
り
ホ
カ
に
な
お
、
あ
り
が
た
い

お
話
の
あ
る
ト
コ
ロ
か
や
。
ワ
シ
は
、
ナ
ム
ア

ミ
ダ
ブ
ツ
よ
り
ホ
カ
に
あ
り
が
た
い
こ
と
は
知

ら
ぬ
』

こ
の
一
言
だ
け
で
帰
国
さ
れ
た
と
あ
る
。

ホ
カ
に
聞
く
こ
と
も
な
い
で
の
う
。

こ
れ
は
妙
好
人
『
信
者
め
ぐ
り
』
を
語
っ
た
三

田
源
七
老
の
ハ
ナ
シ
で
あ
る
。

○

紀
さ
ん
、
私
は
、
こ
の
庄
松
の
話
の
中
の

ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
ナ
ン
ト
モ
ナ
イ

と
い
う
こ
と
と
、

ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
よ
り
ホ
カ
に
あ
り
が
た
い

話
は
な
い

、

、

、

、

と
い
う
こ
と
が

今
か
ら

十
四

五
年
ま
で

（
六
十
三
、
四
才
）
ま
で
わ
か
ら
な
か
っ
た
の

。

。

で
す

紀
さ
ん
と
は
じ
め
て
知
っ
た
こ
ろ
ま
で

も
う
一
つ
あ
る
。

『
信
者
め
ぐ
り
』

ペ
ー
ジ
に
、

１０３

興
正
寺
派
の
御
法
主
が
庄
松
同
行
に

『
ソ
チ
は
信
を
い
た
だ
い
た
か
や
』

庄
松
『
ヘ
エ
、
い
た
だ
き
ま
し
た
』

法
主
『
そ
の
得
ら
れ
た
姿
を
聞
か
せ
て
く
れ
』

庄
松
『
ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
』

法
主
『
そ
れ
で
後
生
の
覚
悟
は
、
よ
い
か
や
』

庄
松
『
そ
れ
は
ア
ミ
ダ
様
に
聞
い
た
ら
早
う
わ

か
る
。
オ
レ
の
仕
事
じ
ゃ
な
し
。
オ
レ
に
聞
い

た
と
て
分
か
る
も
の
か
』

○

紀
さ
ん
、
私
に
は

「
庄
松
」
同
行
の
以
上
の

、

「
ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
」
と
い
う
二
つ
の
御
縁
が
は

じ
め
て
読
ん
で
か
ら
、
四
十
年
も
、
わ
か
ら
な

か
っ
た
の
で
す
。

○

鐘
を
打
ち
つ
つ
「
ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
、
ナ
ン
ト

モ
ナ
イ
」

信
心
が
得
ら
れ
た
姿
は

「
ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
、
ナ

、

ン
ト
モ
ナ
イ
」

○

そ
れ
か
ら
、
四
十
年
も
経
っ
て
、
同
朋
会
館

た

の
門
衛
所
で
あ
る
時
（
昭
和
四
十
三
、
四
年
ご

も
ん
え
い

ろ
か
）

ア
ア
、
ソ
ウ
カ

と
、
私
な
り
に
わ
か
ら
さ
れ
た
の
で
し
た
。

「
ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
」
と
は
、
そ
れ
は
、
如
来
の

光
明
、
真
実
信
心
に
照
ら
さ
れ
た
、
私
自
身
の

本
性
、
自
性
の
、
ま
っ
た
く
仏
法
気
の
無
い
、

無
信
の
ス
ガ
タ
な
の
で
し
た
。
我
が
機
の
ス
ガ

タ
な
の
で
し
た
。

○

そ
の
こ
と
、
そ
の
後
『
信
者
め
ぐ
り
』
を
読

ん
で
い
る
と
、

ペ
ー
ジ
に
、
浄
教
寺
師
の
お

３６２

言
葉
と
し
て
、
次
の
如
く
あ
り
ま
す
。

凡
夫
の
性
根
玉
と
い
う
た
ら

地
獄
と
聞
い
て
も
、
ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
。

極
楽
と
聞
い
て
も
、
ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
。

こ
の
「
ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
」
ト
コ
ロ
へ
付
け
る

薬
が
な
い
ゆ
え
に
「
無
有
出
離
之
縁
」
と
〆
を

し
め

。

「

」

う
た
れ
た
の
で
あ
る

此
の

ナ
ン
ト
モ
ナ
イ

機
が
原
因
と
な
っ
て

出
来
上
が
り
た
大
法

ナ

、

（

）

、

、

ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ

ゆ
え

ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
は

此
の
（
ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
）
機
よ
り
ホ
カ
に
オ
サ

マ
リ
ド
コ
ロ
が
な
い
御
誓
約
と
聞
い
て
お
く
が

よ
い
。

と
の
浄
教
寺
師
の
お
さ
と
し
で
あ
る

（
続
く
）

。

木
村
無
相
さ
ん
の
法
信
⑱


