
蓮
如
の
倫
理
思
想

王
法
と
仏
法
を
中
心
に
し
て

林

　
　

信

康

(
一
)

蓮如の倫理思想

　
本
願
寺
中
興

の
祖
、
蓮
如

(
一
四

一
五
～

一
四
九
九
)
は
戦
乱
と
飢
饅
の
打
ち
続
く
動
乱
の
十
五
世
紀
の
時
代

に
四
十
三
才
で
本
願

寺
留
守
職
を
継
承
し
た
。
蓮
如
は
巧
如

・
緯
如

・
存
如
の
蒔
い
た
法
義

の
種
を

一
気
に
開
花
さ
せ
た
。
蓮
如
は
、

父
存
如
の
地
道
な
布

教
活
動
の
基
本
的
な
路
線
に
従

っ
て
、
近
畿

・
北
陸
を
中
心
に

エ
ネ

ル
ギ

ッ
シ

ュ
に
、
し
か
も
大
胆
に
民
衆
の
間

に
浄
土
真
宗

の
教
え

を
弘
め
て
い
っ
た
。
蓮
如
の
赴
く
所
、
必
ず
彼
の
教
え
に
魅
了
さ
れ
た
多
く
の
門
徒
が
群
集
し
、
本
願
寺
教
団
は
発
展
し
た
が
、
同
時

に
社
会
的
倫
理
的
問
題
を
も
惹
起
さ
せ
た
。

　
蓮

如
の
説
く
親
鷺
の
弥
陀

一
仏
信
仰
は
、

一
部
の
門
徒
を
諸
神

・
諸
仏

・
諸
菩
薩

の
無
視
な

い
し
軽
視

へ
と
導

き
、
そ
れ
を
背
景
に

し
た
荘
園
領
主
や
守
護

・
地
頭
な
ど
の
時

の
権
力
者

へ
の
反
抗
と
結
び
つ
き
、

つ
い
に

一
揆

へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
蓮
如
は
門
徒
の

権
力

者

へ
の
反
抗
に
対
し
て
仏
法
を
第

一
義
に
考
え
、
王
法
を
守
る
よ
う

に
度
重
な
る
戒
め
を
与
え
、
念
仏
者
の
取
る
べ
き
態
度
に
言
　

皿



及
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
仏
法
と
王
法
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
概
念
が
生
ま
れ
て
く
る
文
明
の
吉
崎
時
代

の
歴
史
的
な
背

景
を

顧
慮
し
な
が
ら
、
蓮
如
の
倫
理
思
想
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た

い
。
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(
二
)

　
蓮
如
は
寛
正
か
ら
応
仁
に
か
け
て
、
比
叡
山
の
衆
徒
の
圧
迫
に
よ
り
、
赤
野
井

・
金
森

・
堅
田

・
大
津
と
転

々
と
そ
の
追
跡
か
ら
逃

れ
、

つ
い
に
文
明
三
年
、
越
前
に
赴
き
七
月
吉
崎
に
坊
舎
を
建
立
し
た
。
こ
の
こ
ろ
各
地
に
土

一
揆
が
勃
発
し
、
不

穏
な
状
況
が
漂

っ

て
い
た
。
蓮
如
が
な
ぜ
吉
崎
の
地
を
選
ん
だ
か
に
つ
い
て
は
、
蓮
如
自
身
は
文
明
五
年
八
月
二
日
の

『御
文
章
』
に
、
「両
三

ヶ
国

の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ち
に
を

い
て
、
を
そ
ら
く
は
、
か

・
る
要
害
も
よ
く
、
お
も
し
ろ
き
在
所
、
よ
も
あ
ら
じ
」と
述

べ
、
ま
た
同
年
九
月
に
、
「大
津
三
井

寺
南
別
所
辺
よ
り
、
な
に
と
な
く
ふ
と
し
の
び
出
で
て
、
越
前

・
加
賀
諸
所
を
経
回
せ
し
め
を
は
り
ぬ
。
よ

つ
て
当

国
細
呂
宜
郷
内
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

崎
と

い
ふ
こ
の
在
所
、
す
ぐ
れ
て
お
も
し
ろ
き
あ
ひ
だ
」
と

「
ふ
と
忍
び
出
で
て
、
お
も
し
ろ
き
在
所
」
と
七
か
記

し
て
い
な

い
。
が

吉
崎

の
荘
園
領
主
は
奈
良
興
福
寺
大
乗
院
経
覚
で
あ
り
、
経
覚
の
母
は
本
願
寺

の
出
身
で
あ
り
、
私
縁
に
よ
り
吉
崎
を
選
び
、
そ
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③

現

の
た
め
に
和
田
の
本
覚
寺
が
在
地
諸
勢
力
と
交
渉
し
下
準
備
を
進
め
て
い
き
、
蓮
如
の
吉
崎
進
出
が
実
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
又

領
主

で
あ
る
経
覚
は
、
西
軍
か
ら
東
軍

へ
と
寝
が
え

っ
た
越
前

の
守
護
朝
倉

の
全
面
的
な
荘
園
横
領
を
防
御
す
る
た
め
に
、
ま
た
朝
倉

は
独
力
で
荘
民
を
支
配
す
る
だ
け
の
実
力
は
備
わ

っ
て
い
な

い
の
で
、
本
願
寺
と
誼
み
を
通
じ
、

一
棲
化
し
よ
う
と
す
る
荘
民
11
門
徒

を
押
さ
え
た
方
が
有
利
で
あ
る
と
考
え
、
蓮
如
は
こ
の
よ
う
な
収
取
関
係
に
よ

っ
て
、
荘
官
的
役
割
を
果
た
す

べ
く
吉
崎
に
進
出
し
た

　
　
　

④

の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
由
で
吉
崎
に
進
出
し
、
新
天
地
を
獲
得
し
た
蓮
如
は
精
力
的
に
布
教
活
動
に
励
み
、
た
ち
ま
ち
二
百
も
の
多
屋
が
立



蓮如の倫理思想

ち
並

ぶ
組
織
に
発
展
さ
せ
た
。
蓮
如
は
、
善
知
識
帰
命

・
物
取
り
信
心

・
十
劫
秘
事
な
ど
の
浄
土
真
宗

の
異
義
を

『御
文
章
』
を
通
し

て
徹

底
的
に
破
邪
し
、
民
衆
に
親
鶯

の
正
し

い
真
実
の
仏
法
を
伝
え
よ
う
と
し
た
。
そ
の
仏
法
と
は
、
阿
弥
陀
仏

の
救

い
は
老
小

・
男

女

・
善
悪
と

い
う
年
齢

の
差

・
性
別
の
差
、
善
悪

の
差
、
地
位
や
身
分
の
差
も
超
え
て
、
す

べ
て
の
人

々
を
等
し
く
救
う
と
い
う
も

の

で
あ

る
。
蓮
如
は
自
己
の
罪
業
を
信
じ
、
こ
の
よ
う
な
浅
ま
し
き
衆
生
を
助
け
よ
う
と
す
る
阿
弥
陀
仏

の
本
願
を
疑

い
な
く
信
じ
れ
ば
、

浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
た
。
す
な
わ
ち

『御
文
章
』
に
、

　
　
当
流
、
親
鶯
聖
人
の

一
義
は
、
あ
な
が
ち
に
出
家
発
心
の
か
た
ち
を
本
と
せ
ず
、
捨
家
棄
欲
の
す
が
た
を
標

せ
ず
、
た
だ

一
念
帰

　
　
命

の
他
力
の
信
心
を
決
定
せ
し
む
る
と
き
は
、
さ
ら
に
男
女
老
少
を
え
ら
ば
ざ
る
も
の
な
り
、
さ
れ
ば
こ
の
信
を
え
た
る
位
を
、

　
　

『経
』
に
は

「
即
得
往
生
　
住
不
退
転
」
と
説
き
、
『釈
』
に
は

「
一
念
発
起
入
正
定
之
聚
」
と
も

い
へ
り
。

こ
れ
す
な
は
ち
不
来

.

　
　

迎
の
談
、
平
生
業
成
の
義
な
り
。

『和
讃
』
に
い
は
く
、
「弥
陀
の
報
土
を
ね
が
ふ
ひ
と
　
外
儀
の
す
が
た
は

こ
と
な
り
と
　
本
願

　
　
名
号
信
受
し
て
　
籍
課
に
わ
す
る
る
こ
と
な
か
れ
」
と

い
へ
り
。
「外
儀
の
す
が
た
」
と

い
ふ
は
、
在
家

・
出
家
、
男
子
・
女
人
を

　
　

え
ら
ば
ざ
る
こ
こ
ろ
な
り
。

つ
ぎ
に

「本
願
名
号
信
受
し
て
籍
腺
に
わ
す
る
る
こ
と
な
か
れ
」
と

い
ふ
は
、

か
た
ち
は
い
か
や
う

　
　
な
り
と
い
ふ
と
も
、
ま
た
罪
は
十
悪

・
五
逆
、
誘
法

・
關
提

の
輩
な
れ
ど
も
、
回
心
繊
悔
し
て
、
ふ
か
く
、

か
か
る
あ
さ
ま
し
き

　
　
機
を
す
く
ひ
ま
し
ま
す
弥
陀
如
来
の
本
願
な
り
と
信
知
し
て
、
ふ
た
こ
こ
ろ
な
く
如
来
を
た
の
む
こ
こ
ろ
の
、
ね
て
も
さ
め
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑤

　
　
憶
念

の
心

つ
ね
に
し
て
わ
す
れ
ざ
る
を
、
本
願
た
の
む
決
定
心
を
え
た
る
信
心
の
行
人
と
は
い
ふ
な
り
。

と
あ

り
、
こ
れ
を
拝
読
し
た
門
徒
は

一
切
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
今
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な

い
自
由
な
境
地
を
体
験
し
た

に
違

い
な
い
。
そ
し
て
蓮
如
の
弥
陀

一
仏
信
仰
と

い
う
仏
法
の
立
場
は
、
必
然
的
に
諸
神

・
諸
仏

・
諸
菩
薩
を
敢
え
て
拝
む
必
要
の
な

い
信
仰

へ
と
帰
結
す
る
。
「ま
つ
も
ろ
も
ろ
の
雑
行
を
さ
し
お
き
て
、

一
向
に
弥
陀
如
来
を
た
の
み
た
て
ま

つ
り
て
、
自
余

の

一
切
の
諸

神

・
諸
仏
等
に
も
こ
こ
ろ
を
か
け
ず
、

一
心
に
も

つ
ば
ら
弥
陀
に
帰
緬
」
と
す
る
信
心
は
諸
神

・
諸
仏

・
諸
菩
薩

の
軽
視
や
無
視

へ
と
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繋
が

っ
て
い
く
危
険
性
を

つ
ね
に
孕
ま
せ
、
旧
仏
教
側
の
非
難

の
標
的
に
な

っ
て
い
る
。
親
鶯

の
時
に
も
、
ま
た
法
然

の
時
に
も
同
様

の
問
題
が
発
生
し
、
両
人
と
も
諸
神

・
諸
仏
な
ど
を
侮

っ
て
、
弾
圧
の
口
実
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
厳
し
く
念
仏
者
を
戒
め
て

　
　

⑦

い
る
が
、
そ
れ
は
専
修
念
仏
者

の
必
然
的
に
生
じ
る
異
端
と
も

い
う

べ
き
も

の
で
あ

っ
て
、
蓮
如
の
場
合
と
い
え
ど
も
例
外
で
は
な

い
。

加
賀

・
越
前
各
地
か
ら
多
く
の
本
願
寺
門
徒
が
吉
崎
に
集
ま
り
、
不
穏
な
空
気
も
漂
う
よ
う
に
な

っ
て
き
た
時
、
蓮
如
は
武
力
を
有
す

る
平
泉
寺

・
豊
原
寺
等

の
動
き
を
察
知
し
、

つ
い
に
文
明
四
年

一
月
、
群
集
を
制
止
し
な

い
わ
け
に
は
い
か
な
く
な

っ
た
。

　
さ

ら
に
西
軍
の
甲
斐
八
郎

・
富
樫
幸
千
代
と
東
軍
の
朝
倉
孝
景

・
富
樫
政
親

の
争
い
が
激
化
し
、
西
軍
に
破
れ
越
前
に
逃
れ
て
い
た

富
樫

政
親
の
加
賀
奪
回
の
動
き
が
強
ま
る
中
、
牢
人
の
武
士
が
吉
崎

に
来
襲
す
る
と
い
う
情
報
に
対
し
て
、
文
明
五
年
九
月
、
蓮
如
は

吉
崎

の
諸
人
の
出
入
り
を
禁
止
し
た
。

一
方
荘
園
制
が
崩
壊
し
、
下
剋
上
化

の
様
相
を
呈
し

一
揆
が
続
発
し
て
い
く
中
、
吉
崎
を
中
心

と
す

る
本
願
寺
教
団

の
講
を
基
盤
と
す
る
組
織
力
と
そ
の
戦
力
は
か
な
り
大
き
な
も
の
と
な

っ
て
い
た
。
し
か
し
蓮
如
は
、
念
仏
者
の

信
心
と
い
う
仏
法
と
政
治
と
い
う
王
法
の
問
題
は
全
く
次
元
が
異
な
る
も
の
で
、
政
治
的
な
行
動
を
取
る
べ
き
で
な

い
と
い
う
姿
勢
を

堅
持

し
た
。
門
徒
の
旧
仏
教
の
諸
神

・
諸
仏
を
侮
り
捨
て
る
と

い
う
言
動
に
対
し
て
、
蓮
如
は
文
明
五
年
九
月
下
旬

の

『御
文
章
』
で

次
の
よ
う
に
通
達
し
て
い
る
。

　
　

そ
も
そ
も
、
当
流
念
仏
者
の
な
か
に
お
い
て
、
諸
法
を
誹
諺
す

べ
か
ら
ず
。
ま
つ
越
中

・
加
賀
な
ら
ば
、
立
山

・
白
山
そ
の
ほ
か

　
　

諸
山
寺
な
り
。
越
前
な
ら
ば
、
平
泉
寺

・
豊
原
寺
等
な
り
。
さ
れ
ば

『経
』
に
も
、
す
で
に

「唯
除
五
逆
誹
誘
正
法
」
と
こ
そ
こ

　
　

れ
を
い
ま
し
め
ら
れ
た
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
念
仏
者
は
こ
と
に
諸
宗
を
諺
ず
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
ま
た
聖
道
諸
宗

の
学
者

　
　
達
も
、
あ
な
が
ち
に
念
仏
者
を
ば
誘
ず
べ
か
ら
ず
と
み
え
た
り
。
そ
の
い
は
れ
は
、
経

・
釈
と
も
に
そ
の
文
こ
れ
お
ほ
し
と
い
へ

　
　

ど
も
、
ま
つ
八
宗

の
祖
師
龍
樹
菩
薩
の

『智
論
』
に
ふ
か
く
こ
れ
を

い
ま
し
め
ら
れ
た
り
。
そ
の
文
に
い
は
く

、
「自
法
愛
染
故
殿

　
　

此
口他
人
法
　
錐
持
戒
行
人
不
免
地
獄
苦
」
と
い
へ
り
。
か
く

の
ご
と
く
の
論
判
分
明
な
る
と
き
は
、

い
ず
れ
も
仏
説
な
り
、
あ
や
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ま
り
て
誘
ず
る
こ
と
な
か
れ
。
そ
れ
み
な

一
宗

一
宗
の
こ
と
な
れ
ば
、
わ
が
た
の
ま
ぬ
ば
か
り
に
て
こ
そ
あ
る
べ
け
れ
。

こ
と
さ

　
　
ら
当
流
の
な
か
に
お
い
て
、
な
ん
の
分
別
も
な
き
も
の
、
他
宗
を
そ
し
る
こ
と
勿
体
な
き
次
第
な
り
。
あ
ひ
か
ま

へ
て
あ

ひ
か
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑧

　
　

へ
て
、

一
所
の
坊
主
分
た
る
ひ
と
は
、
こ
の
成
敗
を
か
た
く

い
た
す
べ
き
も

の
な
り
。

　
も

と
も
と
立
山

・
白
山
は
山
岳
信
仰
と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
き
た
山
で
あ
り
、
修
験
道
の
霊
場
で
あ

っ
た
。
後
に
神
仏
習
合
思
想
の
も

と
で
、
山
岳
仏
教
と
し
て
発
展
し
、
平
泉
寺
も
豊
原
寺
も
白
山
権
現
の
別
当
寺
院
で
あ
り
、
天
台
宗
に
属
す
る
寺

院
で
あ

っ
た
。
荘
園

制
が
崩
壊
す
る
中
、
貴
族
階
級
を
中
心
と
す
る
旧
仏
教
勢
力
も
衰
え
て
は
来
た
も

の
の
依
然
と
し
て
本
願
寺
教
団
に
立
ち
ふ
さ
が

っ
て

い
た

の
で
あ
る
。
蓮
如

の
教
え
に
魅
了
さ
れ
た
数
多
く

の
門
徒
は
、
権
力
を
奪
取
し
た
い
野
望
を
抱

い
た
武
士
や
大

坊
主
の
扇
動
に
よ

っ
て
、
自
由
な
信
心
の
境
地
を
世
俗
の
関
係
に
持
ち
込
み
、
あ
え
て
諸
神

・
諸
仏
を
侮
り
、
旧
仏
教
側
を
挑
発
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て

蓮
如

は
龍
樹
の

『大
智
度
論
』
を
引
用
し
て
、
ま
ず
念
仏
者
は
他
宗
を
誘

っ
て
は
な
ち
な
い
と
門
徒
に
教
え
諭
し
、
ま
た

一
方
釈
尊
が

説
い
た
同
じ
仏
法
と

い
う
立
場
か
ら
、
聖
道
門
の
人
達
に
も
念
仏
者
を
諺

っ
て
は
な
ら
ぬ
と
相
互
不
可
侵
を
通
告

し
た
。
そ
こ
に
旧
仏

教
勢
力
と
無
用
な
争

い
を
避
け
た
い
と

い
う
蓮
如
の
意
図
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
三
)

蓮如の倫理思想

　

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
な
か
、
蓮
如
は

「掟
」
の

『御
文
章
』
を
書
き
は
じ
め
、
政
治
権
力
と
の
争

い
を
回
避
し

よ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
蓮
如
の
意
向
と
は
逆
に
、
要
害
を
構
え
法
城
の
よ
う
な
様
相
を
醸
し
出
し
た
吉
崎

の
多
屋
衆
達
は
合
戦
を
主

張
し
、
や
む
な
く

蓮
如
は
多
屋
衆

の
名
で
文
明
五
年
十
月
、

つ
い
に
仏
法
の
た
め
に

一
命
を
惜
し
ま
ず
、
合
戦
す
べ
き
こ
と
を
決
議
し

た
。

　
　

右
斯
両
三

ヶ
年
之
問

於
二
此
当
匹
一占
レ
居
干
レ今
令
二
堪
忍
一根
元
者
、
甦
不
レ本
二
名
聞
利
養

一不
レ氣
二
栄
花
栄
臨
ハ
只
所
レ願
鳥
二
往
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ノ

リ

　

　
ダ

　

　

　

　
　

ノ

　
ノ

テ

　

　

　

　
　
ニ

　

　

　
ニ

ル

　

　
　
ノ

　
　
ヲ

　

カ

　

　

生

極

楽

一計

也

。

而

間

当

国

・
加

州

・
越

中

之

内

於

二
土

民

百

姓

已

下

等

繭

(中

略

)

偏

勧

二
念

仏

往

生

之

安

心

一之

外

無

二
他

事

一
之

　

　

ニ

　

　

　

　
　

ニ

　

　
　

ノ

ヲ

　
ヲ

　

　

　
　
ノ

　

　

　
　

ニ

テ

　
　

ニ

テ

　
　

ノ

　

　

処

、
近

比

就

二
牢

人

出

張

之

儀

一自

二
諸

方

一
種

々
雑

説

申

レ
之

条

、
言

語

道

断

迷

惑

之

次

第

也

。
愚

身

更

於

二
所

領

所

帯

一且

不

レ
作

二
其

　

　

ヲ

　

　

　

　

　

　
キ

　

　

　

　
ニ

　

　

　
　
ノ

リ

ミ
テ
モ

ヲ

ル

　

　
ノ

　

　
リ

　

　
　
ニ

メ

　

　

　
　
セ

　
テ

　
ノ

　
　ニ
　

　
テ

キ

　
ノ

　

　

望

一
之

間

、

以

レ
何

可

レ
処

二
其

罪

処
口
一哉

。

不

運

至

悲

而

猶

有

レ
余

者

歎

。

依

レ
之

心

静

令

二
念

仏

修

行

一於

二
其

在

所

一別

而
無

二
其

要

害

一

　

　

ハ

　

　
ノ

　

　

　
　
ム
ル

　
　

リ
ヲ

ニ

ク
カ
マ
フ
ル

　
ヲ

ノ

　
　
ハ

　
メ

　

　
　
ノ

　

　
　

ノ

ニ

　

シ

　

　

　

　
　
リ

　

　

時

者

、

一
切

之

諸

魔

鬼

神

令

レ
得

二
其

便

一故

、
深

構

二
要

害

一
者

也

。
,且

又

為

二
盗

賊

用

心

[也

。
於

二
其

余

一者

無

二
所

用
ハ

万

一
錐

レ
然

　

　

テ

ノ

　
ニ

　

ノ

　

　

　
メ
ン

　
セ

　

　

　
　
ニ

　

　
ト
ニ

　
ノ

ビ

　
　
テ

　
ゲ

　

　
　
ヲ

　

　

於

二
今

時

分

一無

理

之

子

細

等

令

二
出

来

一時

之

於

二
其

儀

一者

、

誠

今

此

度

念

仏

申

、

遂

二
順

次

往

生

一而

令

二
死

去

訥

又

逢

二
非

分

難

　

　

　

　

ム
ル
モ

　

　
　
ニ

テ

　
ノ

　

　

　

　

　
　ノ

　

　

ニ
　

　

　

　

　
　メ
ニ

　

ノ

　

　

　
　
シ
ム

　

ヲ

ベ
キ

　
　
ス

　
　
シ

　

　
ニ

　

　

　
ニ

　

　

苦

一
令

二

死

去

一共

以

同

篇

之

間

、

任

二
前

業

之

所

感

一也

。

然

上

者

為

二
仏

法

】不

レ
可

レ
惜

二
一
命

一
可

二
合

戦

一之

由

、

兼

日
諸

人

一
同

　

　

　

　

　

セ

　

　

令

二
治

定

一衆

儀

而

已

　
。

　

　

　

　

文

明

第

五

十

月

　

日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑨

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

多

屋

衆

　

「
吉

崎

に

二

、

三

年

滞

在

し

て

い
る

の
は

、

世

俗

的

な

名

聞

利

養

や

栄

花

栄

耀

の
た

め

で

は
な

く

、

た

だ

往

生

極

楽

の
た

め

で

あ

る

。

越

前

・
加

賀

・
越

中

の

土

民

百

姓

の
罪

業

を

造

っ
て

い
る

者

達

に
、

た

だ

念

仏

往

生

の
信

心

を

勧

め

る

以

外

に
別

の
意

図

は

な

い
。

諸

方

よ

り

種

々
に

難

癖

を

つ
け

ら

れ

る

の

は

言

語

道

断

で

迷

惑

し

て

い
る
。

蓮

如

自

身

は

所

領

所

帯

を

望

ん

で

い
な

い

の

に
、

ど

う

し

て

讐

が
あ

る

の
で

あ

ろ

う

か
。

要

害

を

構

え

て

い
る

の

は

心

静

か

に
念

仏

を

行

じ

た

い
た

め

で
あ

る
。

も

し

そ

れ

が

で

き

な

い
な

ら

、

仏

法

の
た

め

に

合

戦

す

る
」

と

い
う

趣

旨

の
決

議

文

で
あ

る
。

こ

の
決

議

文

は

、

武

力

闘

争

を

嫌

う

蓮

如

が

武

力

を

有

す

る

多

屋

衆

に

押

し

切

ら

れ

、

命

を

惜

し

ま

ず

仏

法

の
た

め
合

戦

を

決

議

し

た

と

す

る
内

容

で

あ

る

が
、

蓮

如

は

た

だ

念

仏

往

生

の
仏

法

の
立

場

を

吉

崎

に
押

し

寄

せ

よ

う

と

す

る
者

達

に
明

確

に

主

張

す

る

こ

と

に

よ

っ
て
、

何

と

か

闘

争

を

回

避

し

よ

う

と

し

て

い
る
。

さ

ら

に
蓮

如

は

争

い
を

避

け

る

た

め

、

文

明

五
年

十

一
月

、

十

一
箇

条

の
制

法

を

通

達

す

る

こ
と

に
よ

っ
て

、

攻

撃

の

的

と

な

る
悪

し

き

門

徒

の
行

動

を

厳

し

く

戒

め

て

い
る

。

同

時

に

こ

の
公

的

な

性

格

を

持

つ
制

礼

と

し

て

の
制

法

は

宗

教

的

諸

勢

力

で

あ

る

社

寺

や

政

治

権

力

者

達

に

対
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蓮如の倫理思想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

し
て
な
さ
れ
た
も

の
と
理
解
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
定

　
　
　
　
真
宗
行
者
の
中
に
お
い
て
停
止
す

べ
き
子
細
の
事
。

一
、

諸
神
な
ら
び
に
仏
菩
薩
軽
ん
ず

べ
か
ら
ざ
る
の
事
。

一
、
諸
法
諸
宗
全
く
誹
誘
す
べ
か
ら
ざ
る
の
事
。

一
、

我
が
宗
の
振
舞
を
以
て
他
宗
に
対
し
難
ず

べ
か
ら
ざ
る
の
事
。

一
、
物
忌
の
事
仏
法

の
方
に
就
き
て
こ
れ
無
し
と
錐
も
、
他
宗
な
ら
び
に
公
方
に
対
し
堅
く
忌
む
べ
き

の
事
。

一
、
本
宗

に
於

い
て
は
相
承
な
き
名
言
を
以
て
、
恣
に
仏
法
讃
嘆
労
然
る

べ
か
ら
ざ
る
間
の
事
。

一
、
念
仏
者
に
於

い
て
は
国
に
て
守
護
地
頭
を
専
ら
に
す
べ
し
、
軽
ん
ず
べ
か
ら
ず
の
事
。

一
、
無
智

の
身
を
以
て
他
宗
に
対
し
雅
意
に
任
せ
て
我
が
宗
の
法
儀
を
其
の
揮
り
な
く
讃
嘆
せ
し
む
る
然
る
べ
か
ら

ざ
る
の
事
。

一
、
自
身
に
於
い
て
は
未
だ
安
心
決
定
せ
ざ
る
に
人

の
詞
を
聞
き
て
信
心
法
門
讃
嘆
然
る
べ
か
ら
ざ
る
の
事
。

一
、
念
仏
会
合
の
時
魚
鳥
を
食
う
べ
か
ら
ざ
る
の
事
。

一
、
念
仏
集
会
の
日
酒
に
於
い
て
は
本
性
を
失

い
呑
む
べ
か
ら
ざ
る
の
事
。

一
、
念
仏
者
の
中
に
於

い
て
は
恣
に
博
変
す
る
こ
と
を
停
止
す
べ
き
の
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
⑪

　
右
此

の
十

一
ケ
条
、
此
の
制
法

の
儀
に
背
く
に
於
い
て
は
、堅
く
衆
中
退
出
す

べ
き
者
な
り
。
伍

っ
て
制
法
の
状
件

の
如
し
。
(原
漢
文
)

　
諸
神

・
諸
仏

・
諸
菩
薩

・
諸
法

・
諸
宗
等

の
宗
教
諸
勢
力
を
軽
視
し
、
真
宗
を
讃
嘆
す
る
こ
と
を
戒
め
る
条
項
が
前
半

の
多
く
を
占

め
て

い
る
が
、
次
の
守
護
地
頭
等
の
権
力
者
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な

い
戒
め
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
項
目
に
い
た

っ
て
は
、
蓮
如
の
信
心

1ー
仏
法
と
政
治
的
な
問
題
ー1
王
法
と
の
関
係
が
如
実
に
物
語
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
蓮
如
の
説
く

「四
海
の
う
ち
み
な
兄
弟
な
り
」
と
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い
う
御
同
朋
御
同
行
と
い
う
信
心
に
内
包
さ
れ
る
仏
法
的
理
念
は
、
世
俗
の
次
元
に
当

て
は
め
て
差
別
の
な

い
平
等

な
仏
国
土
の
世
界

を
建
立
す
る
た
め
に
武
力
闘
争
を
推
し
進
め
て
い
く
と
い
う
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
宗
教
と
倫
理
の
次

元
を
明
確
に
峻
別

す
る
考
え
方

で
あ
る
。
蓮
如
は
時
代
的
な
趨
勢
を
鑑
み
宗
教
の
崇
高
性
や
独
自
性
を
守
る
こ
と
の
で
き
る
限
界

の
許

容
範
囲
ま
で
深
く

考
え
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。

　
十

一
ケ
条
の
後
半
の
三
ケ
条
は
日
常

の
具
体
的
な
飲
食
や
遊
興
の
細
か
な
倫
理
的
戒
め
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、

い
か
に
蓮
如
が
支
配

者
側
を
刺
激
す
る
門
徒

の
行
為
に
腐
心
し
て
い
た
か
が
理
解
で
き
る
。
こ
の
頃
よ
り

「掟
」
に
関
す
る

『御
文
章
』

が
多
く
な

っ
て
い

る
が
、
文
明
六
年
二
月
十
七
日
の

『御
文
章
』
に
、
よ
う
や
く
蓮
如
の
王
法
と

い
う
概
念
が
明
確
化
し
て
く
る
。

178

 

(
四
)

　
　
そ
も
そ
も
、
当
流
の
他
力
信
心
の
お
も
む
き
を
よ
く
聴
聞
し
て
、
決
定
せ
し
む
る
ひ
と
こ
れ
あ
ら
ば
、
そ
の
信

心
の
と
ほ
り
を
も

　
　

つ
て
心
底
に
を
さ
め
お
き
て
、
他
宗

・
他
人
に
対
し
て
沙
汰
す

べ
か
ら
ず
。

(中
略
)

つ
ぎ
に
は
守
護

・
地
頭
方

に
む
き
て
も
、
わ

　
　
れ
は
信
心
を
え
た
り
と
い
ひ
て
疎
略

の
義
な
く
、

い
よ
い
よ
公
事
を
ま

つ
た
く
す

べ
し
。
ま
た
諸
神

・
諸
仏

・
菩
薩
を
も
お
ろ
そ

　
　
か
に
す

べ
か
ら
ず
。
こ
れ
み
な
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字

の
う
ち
に
こ
も
れ
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。
こ
と
に
ほ
か
に
は
王
法
を
も

つ
て
お

　
　
も
て
と
し
、
内
心
に
は
他
力

の
信
心
を
ふ
か
く
た
く
は
へ
て
、
世
間
の
仁
義
を
も

つ
て
本
と
す
べ
し
。
こ
れ
す
な
は
ち
当
流
に
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑫

　
　
む
る
と
こ
ろ
の
掟
の
お
も
む
き
な
り
と
こ
こ
ろ
う
べ
き
も

の
な
り
。

　
こ

こ
で
蓮
如
は
、
「守
護
地
頭
を
疎
略
に
し
て
は
駄
目
で
、
公
事
を
全
う
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
年
貢
を
お
さ
め
、
王
法
を
守
り
、
内
心

に
他
力

の
信
心
を
深
く
蓄
え
て
、
世
間
の
道
徳
を
守
る
こ
と
が
当
流
の
掟
で
あ
る
」
と
諭
し
て
い
る
。
諸
神

・
諸
仏
を
軽
視
し
て
は

い



蓮如の倫理思想

け
な

い
と

い
う
理
由
づ
け
が
、
「こ
れ
み
な
南
無
阿
弥
陀
仏

の
六
字
の
う
ち
に
こ
も
れ
る
」
と
な
さ
れ
、
さ
ら
に
同
じ
内
容
の
五
月
十
三

日
の

『御
文
章
』
で
は

「他
力

の
信
心
ひ
と

つ
を
と
ら
し
め
ん
が
た
め
の
方
便
に
、
も
ろ
も
ろ
の
神

・
も
ろ
も
ろ
の
ほ
と
け
と
あ
ら
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑬

れ
た
ま
ふ
い
は
れ
な
れ
ば
な
り
」
と
展
開
さ
れ
、
「
一
切
の
諸
仏
の
智
慧
も
功
徳
も
弥
陀

一
体
に
帰
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
き

い
は
れ
」
(文

　
　
　
　
　
　
　

⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

明
七
年
七
月
十
五
日
)

へ
と
教
義
的
な
裏
付
け
が
な
さ
れ
て
い
く
。
文
明
六
年
二
月
の

『御
文
章
』
で
は
王
法
を

「お
も
て
」
・仁
義
を

「本
」、
信
心
を
内
心
に
深
く
蓄
え
よ
と
王
法
と
仏
法
の
関
係
が
語
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
関
係
は
、
五
月
十
三
日
の

『御
文
章
』
の
中
に

も
表
れ
て
い
る
。

　
　
そ
れ
国
に
あ
ら
ば
守
護
方
、
と
こ
ろ
に
あ
ら
ば
地
頭
方
に
お

い
て
、
わ
れ
は
仏
法
を
あ
が
め
信
心
を
え
た
る
身
な
り
と
い
ひ
て
、

　
　
疎
略
の
義
ゆ
め
ゆ
め
あ
る
べ
か
ら
ず
。
い
よ

い
よ
公
事
を
も

つ
ぱ
ら
に
す

べ
き
も
の
な
り
。
か
く
の
ご
と
く
こ
こ
ろ
え
た
る
人
を

　
　
さ
し
て
、
信
心
発
得
し
て
後
生
を
ね
が
ふ
念
仏
行
者

の
ふ
る
ま
ひ
の
本
と
そ

い
ふ
べ
し
。
こ
れ
す
な
は
ち
仏
法

・
王
法
を
む
ね
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑯

　
　
ま
も
れ
る
人
と
な
つ
く

べ
き
も
の
な
り
。

　

こ
の

『御
文
章
』
で
は
、
王
法
の
概
念
が
、
「
信
心
獲
得
し
た
と
言

っ
て
、
守
護
・地
頭
を
疎
略
に
し
て
は
い
け
な

い
。
公
事
を
専
ち

に
す
る
」
こ
と
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
仏
法

・
王
法
を
旨
と
守
る
者
を
念
仏
者
の
手
本
と
し
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
で
の
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑰

法
と
仏
法
の
両
者
の
関
係
は
、
並
列
的
に
捉
え
ら
れ
て
お
り
、

い
ま
だ
緊
張
的
な
関
係
は
見
ら
れ
な
い
と
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
と

こ
ろ
で
こ
の
後
の
文
明
六
年
六
月
に
は
斎
藤
妙
椿

の
仲
介
に
よ
り
甲
斐
入
郎
と
朝
倉
孝
景
が
和
解
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
富
樫
幸

千
代

は
有
力
な
連
合
軍
を
失

い
、
同
年
七
月
こ
の
機
に
乗
じ
て
、
加
賀
に
攻
め

い
っ
た
富
樫
政
親
は
、
本
願
寺
門
徒
群
と
白
山
宗
徒
等

の
有

力
な
勢
力
を
要
し
て
、

つ
い
に
十
月
幸
千
代
の
蓮
台
寺
城
を
陥
落
さ
せ
た
。

つ
い
に
蓮
如
は
門
徒

に
参
戦
す
る
よ
う
に
命
じ
た
の

で
あ

る
。
こ
の
時
蓮
如
は
す
で
に
政
親
と
朝
倉
と
の
間
に
、
政
親
が
加
賀

の
守
護
を
奪
回
し
た
時
に
は
、
本
願
寺
教
団
を
安
堵
す
る
と

い
う

密
約
を
交
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
蓮
如
の
合
戦
の
決
意
の
理
由
、
幸
千
代

の
敗
戦
の
理
由
は
、
藤
島
超
勝
寺
に
宛
た
御
文
に
、
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夫
加
賀
之
守
護
方
早
速
に
如
此
没
落
せ
し
む
る
事
、
更
以
非
人
間
之
所
為
、
是
併
仏
法
王
法
之
所
令
作
也
。
而
裳
高
田
門
徒
に
於

　
　

い
て
、
年
を

つ
み
日
を
か
さ
ね
て
、
錐
作
法
敵
、
且
以
不
承
引
候
之
処
に
、
此
方
有
門
徒
、
於
在
所
或
は
殺
害
或

は
放
火
等

の
種

々

　
　
西
行
を
い
た
し
て
、
以
数
多
之

一
類
、
相
語
守
護
方
間
国
方
、
既
彼
等
と
同
心
せ
し
め
お
は
り
ぬ
。
錐
然
今
度
加
州

一
国
之
土

一

　
　
揆
と
な
る
。
同
行
中
に
於
て
各

々
心
行
う

へ
き
お
も
む
き
は
、
既
百
姓
分
の
身
と
し
て
、
守
護
地
頭
を
令
対
治
事
、
本
意
に
あ
ら

　
　
さ
る
前
代
未
聞
之
次
第
也
。
然
れ
と
も
仏
法
に
敵
を
な
し
、
又
土
民
百
姓

の
身
な
れ
は
、
有
限
年
貢
所
当
等
を
き
ん
と
う
に
沙
汰

　
　

せ
し
む
る
ひ
ま
に
は
、
後
生
の
為
に
令
念
仏
修
行
を
、

一
端
憐
懲
こ
そ
な
く
と
も
、
結
句
罪
処
口
に
し
つ
め
、
あ
ま
さ
え
ち
う
は
つ

　
　

に
行
ふ

へ
き
有
其
結
構
之
問
、
無
力
如
此
の
む
ほ
ん
を
、
山
内
方
と
令
同
心
企
之
処
也
。
是
誠
に
道
理
至
極
な
り
。
而
間
為
上
意
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑱

　
　
恭
も
如
此
之
旨
を
聞
召
被
に
よ
り
て
、
既
に
百
姓
中

へ
被
成
御
奉
書
間
、
於
身
今
者
私
な
ら
ぬ
次
第
也
。

と
あ

り
、
蓮
如
は
幸
千
代

の
没
落

の
理
由
を
人
間

の
わ
ざ
で
は
な
く
、
仏
法
と
王
法
の
所
為
で
あ
る
と
し
、
高
田
門
徒
と
同
心
し
た
幸

千
代

が
仏
法
に
敵
を
な
し
、
本
願
寺
門
徒
に
殺
害

・
放
火
の
悪
行
を
働

い
た
か
ら
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
後
生
の
た

め
に
念
仏
す
る
も

の
を
罪
処
口に
沈
め
、
諌
罰
を
加
え
る
と
い
う
悪
政
を
行

っ
た
の
で
政
親
と
同
心
し
て
謀
反
を
企
て
る
の
は
当
り
前

で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
蓮
如
は
仏
法
と

い
う
立
場
か
ら
、
不
倶
戴
天
の
法
敵

・
高
田
門
徒
を
排
斥
す
る
論
理
と
、
王
法
と

い
う
観
点

か
ら
幕
府
側
11
東
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑲

か
ら

の
奉
書
を
盾
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
参
戦
の
正
当
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ

の
よ
う
に
し
て
有
力
な
本
願
寺
勢

の
助
力
に
よ

っ
て
、
政
親
は
加
賀
を
掌
中
に
収
め
る
こ
と
に
成
功
す
る
が
、
勢

い
に
乗
じ
て
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

徒
は
守
護
職

・
政
親
を
無
視
し
、
荘
園
の
横
領
や
年
貢
を
収
め
な
い
と

い
う
行
為
に
出
た
。
そ
の
行
為
を
扇
動
し
荘

園
を
横
領
し
よ
う

と
す

る
武
士
群
も
多
く
輩
出
し
て
政
親
を
窮
地
に
追

い
込
ん
で
い
っ
た
。
こ
こ
に
至

っ
て
政
親
は

つ
い
に
蓮
如
の
密
約
を
破
り
、
文
明

七
年

三
月
、
本
願
寺
教
団
を
弾
圧
す
る
こ
と
に
踏
み
切

っ
た
。
こ
の
こ
と
を

『実
悟
記
拾
遺
』
は
、

　
　
次
郎
国
ヲ
手

二
入
レ
安
堵
ノ
処

二
御
恩
ヲ
忘

レ
。
当
流
ノ
宗

ヲ
キ
ラ
ヒ
候

コ
ト
。
槻
橋
ト
申
者
所
行

二
候
間
。

国
ノ
門
人
槻
橋
嫌
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蓮如の倫理思想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　

フ
ニ
ョ
リ
。
国
ノ
乱
レ
ハ
又
出
来

と
伝
え
、
再
び

一
揆
が
起
こ
り
、
政
親
と
本
願
寺
門
徒
は
対
立
し
た
。
制
止
し
よ
う
と
す
る
蓮
如

の
意
図
と
は
う
ら
は
ら
に
事
態
は
ま

す
ま
す
深
刻
さ
を
増
し
、
つ
い
に
再
び
合
戦
が
始
ま

っ
た
が
、
門
徒
軍
は
破
れ
越
中
に
敗
走
し
た
。
こ
の
後
文
明
七
年
五
月
七
日
の
『御

文
章
』
の
後
半
に
、
蓮
如
は
十
ケ
条
の
掟
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
の
十
ケ
条
の
第
二
番
目
に

「
一
、
外
に
は
王
法
を
も

は
ら
に
し
て
、
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ち
に
は
仏
法
を
本
と
す
べ
き
あ
ひ
だ
の
事
」
と
、
先
に
文
明
五
年
十

一
月
に
制
定
さ
れ
た
十

一
ケ
条

の
掟
、
さ
ら
に
文
明
六
年

の
正
月

の
三

ケ
条

の
掟
に
は
存
在
し
て
い
な
か

っ
た
専
王
法

・
本
仏
法
の
項
目
が
掟
の
中
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
王
法
の
遵
守
が
か

な
り
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
蓮
如
は
さ
ら
に
十
ケ
条
の
篇
目
を
挙
げ
終

っ
て
、

　
　
ま
つ
当
流

の
肝
要
は
、
た
だ
他
力
安
心
の

一
途
を
も
て
、
自
身
も
決
定
せ
し
め
、
ま
た
門
徒

の
か
た
を
も
よ
く
く

勧
化
す

べ
し
。

　
　

つ
ぎ
に
は
王
法
を
さ
き
と
し
、
仏
法
を
ば
を
も
て
に
は
か
く
す
べ
し
。
ま
た
世
間

の
仁
義
を
む
ね
と
し
、
諸
宗

を
か
ろ
し
む
る
こ

　
　
と
な
か
れ
。

つ
ぎ
に
神
明
を
疎
略
に
す

べ
か
ら
ず
。
ま
た
忌
不
浄
と
い
ふ
こ
と
は
仏
法
に
つ
い
て
の
内
心
の
義

な
り
。
さ
ら
に
も

　
　

て
、
公
方
に
対
し
、
他
人
に
対
し
て
、
外
相
に
そ
の
義
を
ふ
る
ま
ふ
べ
か
ら
ず
。

こ
れ
す
な
は
ち
当
宗
に
さ
だ
む
る
と
こ
ろ
の
を

　
　
　
　
　
　
　

㊧

　
　
き
て
こ
れ
な
り
。

と
述

べ
、
王
法
と
仏
法
の
関
係
が
、
王
法
を
先
に
し
仁
義
を
旨
と
し
、
仏
法
を
か
く
す
と
い
う
緊
張
し
た
内
容
に
軌

道
修
正
が
な
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
頃

の
本
願
寺
教
団
の
危
機
的
状
況
は
ぎ
り
ぎ
り
の
瀬
戸
際
に
立
た
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
以
上
の
門
徒

の
抵
抗
は
本
願
寺

教
団

の
滅
亡
を
意
味
す
る
も
の
と
蓮
如
は
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
蓮
如
の

「仏
法
を
か
く
す
」
と

い
う
苦

肉
の
表
現
と
な

っ

て
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
仏
法
が

一
揆

の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
な
る
こ
と
に
対
す
る
戒
め
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
弥

陀

一
仏
信
仰
と
い
う
仏
法
の
立
場
か
ら
、
守
護

・
地
頭
を
軽
視
し
、
他
宗
を
軽
ん
じ
、
荘
園
を
横
領
し
、
年
貢
を
お
さ
め
な

い
と
い
う

行
為
は
正
し

い
念
仏
者
の
行
為
で
は
な

い
と
蓮
如
は
言

い
聞
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
十

一
ケ
条
の
掟
が
出
さ
れ
た
約
ニ
ケ
月
後

の
文
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明
七
年
七
月
十
五
日
の
六
ケ
条
の
掟
の
第
五
番
目
の

「
一
、
国
の
仏
法
の
次
第
非
義
た
る
あ

い
だ
、
正
義
に
お
も
む
く
べ
き
事
」
と

い

う
項
目
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
蓮
如
は
こ
の
条
目
を
詳
述
し
て
、
次
の
よ
う
に
心
得
さ
せ
て
い
る
。

　
　
国
の
仏
法
の
次
第
当
流

の
正
義
に
あ
ら
ざ
る
あ

い
だ
、
か

つ
は
邪
見
に
み
え
た
り
。
所
詮
自
今
以
後
に
お
い
て
は
、
当
流
真
実
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

　
　
正
義
を
き
き
て
、
日
ご
ろ
の
悪
心
を

ひ
る
が
へ
し
て
、
善
心
に
お
も
む
く

べ
き
も
の
な
り
。

　

「
国
の
仏
法
は
正
義
で
は
な
く
、
邪
見
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
後
は
真
実
の
教
え
を
聞
き
て
、
日
頃
行

っ
て
い
る
悪
心
を
翻
し
、

善

い
心
に
向
か

っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
」
と
蓮
如
は
戒
め
て
い
る
。
そ
こ
に
は
先
の
西
軍

・
富
樫
幸
千
代
と
法
敵

・
高
田
門
徒
の
戦

い
に
お
け
る
仏
法
王
法
の
大
義
名
分
は
な
く
、
東
軍

・
富
樫
政
親
を
中
心
と
す
る
体
制
に
逆
ら
う

こ
と
は
仏
法
の
た
め
に
な
ら
な
い
、

否
浄

土
真
実
の
正
し

い
仏
法
で
は
な

い
と
す
る
蓮
如
の
苦
し
い
立
場
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
蓮
如

の
思
惑
と
は
別
に
、
蓮
崇

の
策
謀
に

よ

っ
て
再
び

一
揆
が
蜂
起
し
、
事
態
は
ま
す
ま
す
深
刻
化
し
、

つ
い
に
文
明
七
年
八
月
二
十

一
日
、
蓮
如
は
吉
崎
を
退
去
し
、
海
路
脱

出
を
計
り
河
内
出
口
に
赴

い
た
。
そ
の
後

の
蓮
如
の
王
法
仏
法
の
関
係
は
こ
の
基
本
的
路
線
を
踏
襲
し
て
い
る
。
「た
と
ひ
牛
盗
人
と
は

よ
ば

る
と
も
、
仏
法
者

・
後
世
者
と
み
ゆ
る
や
う
に
振
舞
ふ
べ
か
ら
ず
。
ま
た
外
に
は
仁

・
義

・
礼

・
智

・
信
を
ま
も
り
て
王
法
を
も

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊧

つ
て
先
と
し
、
内
心
に
は
ふ
か
く
本
願
他
力
の
信
心
を
本
と
す
べ
き
」
(文
明
七
年
十

一
月
)、
「ま
つ
王
法
を
も

つ
て
本
と
し
、
仁
義
を

先
と

し
て
、
世
間
通
途
の
義
に
順
じ
て
、
当
流
安
心
を
ば
内
心
に
ふ
か
く
た
く
は

へ
て
、
外
相
に
法
流
の
す
が
た
を
他
宗

・
他
家
に
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

え
ぬ
や
う
に
ふ
る
ま
ふ
べ
し
」
(同
入
年
正
月
)、
「王
法
を
本
と
し
、

(中
略
)
そ
の
ほ
か
仁
義
を
も

つ
て
本
と
し
、
ま
た
後
生
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
は
内
心
に
阿
弥
陀
如
来
を

一
心

一
向
に
た
の
み
た
て
ま

つ
り
て
」

(同
八
年
七
月
)
と
あ
る
よ
う

に
、
内
は
信
心
為
本
と
し
、
外
は
王

法
為
本

・
仁
義
為
先
の
論
理
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
蓮
如

の
王
法
と
仏
法
の
二
つ
の
並
列
的
と
も
見
え
る
為
本

の
関
係
か

ら
生

じ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
二

つ
の
別

の
概
念
が

一
見
ま

っ
た
く
矛
盾
な
く
成
立
し
、
王
法
為
本

の
論
理
が
全
面
に
強
調
さ
れ
、
そ
こ

に
蓮
如
の
本
心
が
あ
る
か
の
感
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
実
際
は
そ
う
で
は
な
く
蓮
如
の
本
当

の
心
は
世
俗

の
い
か
な
る
価
値
を
も
超
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え
た
宗
教
的
世
界
で
あ
る
仏
法
に
そ
の
中
心
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

　
　
　
　
　
　
　
　
(
五
)

『
実
悟
旧
記
』
に
、

　

　
王
法
を
ば
額
に
あ
て
よ
、
仏
法
を
ば
内
心
に
深
く
蓄

へ
よ
、
と
の
仰
に
候
。
仁
義
と
云
こ
と
も
、
端

々
に
あ
る

べ
き

こ
と
な
る
よ

　

　
　
　

⑱

　

　
し
に
候
。

と
あ
る
よ
う
に
、
蓮
如
は
仁
義
を
端

々
、
す
な
わ
ち
部
分
部
分
と
考
え
て
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
信
心
為
本
に
重
き
を
置

い
て
い
る
こ

と

は
明
ち
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た

『同
記
』
に
、

　

　
仏
法
を
あ
る
じ
と
し
世
間
を
客
人
と
せ
よ
と

い
へ
り
。
仏
法
の
上
よ
り
世
間
の
事
は
時
に
し
た
が
ひ

(あ
ひ
)
は
た
ら
く

べ
き
事

　

　
　

⑳

　

　
な
り
。

と
仏
を
主
人
、
世
間
を
客
人
と
い
う
具
合
に
主
客
の
関
係
で
捉
え
、
さ
ら
に
世
間
の
事
は
時
に
従

っ
て
あ
い
働
く

べ
き
問
題
と
す
る
あ

た
り
、
さ
ら
に

『空
善
記
』
に

　

　
　
　
　
　
　
　
　

オ
モテ

　

　
於
二
一
流
中

一仏
法
を
面
と
す
べ
き
事
、
勿
論
也
。
錐
レ然
、
世
間
に
順
じ
て
王
法
を
ま
も
る
事
は
、
仏
法
を
立

て

(ら
れ
)
ん
が
た

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　

　
め
な
り
。
而
に
仏
法
を
ば
次
に
し
て
、
王
法
を
本
意
と
心
得
事
當
時
是
多
し
。
尤
不
可
然
次
第
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
世
間
に
順
じ
て
王
法
を
守
る
と
い
う
の
は
、
仏
法
を
成
立
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
と
し
、
王
法
を
本
意
と
し
て
仏
法
を

第

二
に
す
る
の
は
間
違

い
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
蓮
如
が

『御
文
章
』

の
中
で
重
ね
て
、
「信
心
を
も

っ
て
本
と
せ
ら
れ

候
」
、
ま
た

「他
力
の
信
心
を
も

っ
て
肝
要
」
と
述
べ
て
い
る
点
か
ら
も
、
明
ら
か
に
信
心
為
本
が
中
心
に
な

っ
て

い
る
こ
と
は
間
違

い
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⑳

な

い
と
言

っ
て
良

い
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
し
て
蓮
如
は
信
心
為
本
と

い
う
仏
法
を
第

一
義
と
し
、
王
法
や
仁
義

の
倫
理
的
次
元
を
超
越
す
る
も
の
と
し

て
捉
え
た
。
そ
こ

に
は
宗
教
的
次
元
で
あ
る
仏
法
の
独
自
性
と
崇
高
性
は
堅
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
蓮
如
が
王
法

の
政
治
、
仁
義

の
倫
理
を
守

る
こ
と
を
主
張
し
た
の
は
、
危
機
的
な
歴
史
的
情
勢

の
中
で
の
仏
法
を
成
立
を
さ
せ
る
た
め
で
あ

っ
た
。
倫
理
的
次

元
の
問
題
は
歴
史

と
時

間
に
よ

っ
て
変
化
し
て
い
く
が
、
蓮
如
は
あ
る
意
味
で
倫
理
的
な
問
題
に
状
況
的
に
対
応
し
て
い
っ
た
も
の
と
結
論

で
き
る
で
あ

ろ
う
。
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註
①

　

『蓮

如
　

一
向

一
揆
』

笠
原

一
男

・
井
上

鋭
夫

1

日
本
思

想
大

系
1

(岩
波

書
店

)

二
五
頁

。
な

お
引

用
文

は

カ
タ
カ

ナ
表

記

で
あ

る

　
　

が
、

ひ
ら

が
な
表

記

に
書

き
直

し
た

。
以

下

の
引

用
文
も

同
様

で
あ

る
。

　
②

『浄

土
真
宗

聖
典

(
註
釈
版

)
』
真

宗
聖

典
編

纂
委

員
会

編
、

一
〇

九
五
頁

。

　
③

堅

田
修

「
蓮

如
と

そ

の
教

団
」
解

説

(
『
親
鶯
大

系

』
1

歴
史
篇

-
第

七
巻

、

一
九
頁

～

二
〇
頁

)
に
は
、

吉
崎

選
定

の
理
由

に

つ
い

　
　

て
従
来

の
説
を

紹
介

し
、

色

々
な
要

因

が
重
な

っ
て

い
る

と
述

べ
て

い
る
。

　
④

横
井

徹

「蓮

如

に
お

け
る

政
治

と
宗
教

-
文

明

・
長
古
±

揆

を
め
ぐ

っ
て
ー
」

(
『親

鶯
大

系
』

ー
歴

史
篇

-
第

七
巻

)
五

四
七
頁

。

　
⑤

『浄

土
真
宗

聖
典

(
註
釈
版

)
』

一
〇

八
五

～

一
〇

八
六

頁
。

　
⑥

『浄

土
真
宗

聖
典

(
註
釈
版

)
』

=

〇
三
頁

。

⑦

拙
論

「法

然

の
倫

理
思
想

」

『研

究
紀

要
』
第

七

号
-
京

都
女

子
大

学
宗

教

・
文

化
研

究
所

1
五

一
頁

以
下
参

照
。

　
⑧

『浄

土
真
宗

聖
典

(
註
釈
版

)
』

=

〇
四
頁

。

　
⑨

『蓮

如

一
向

一
揆
』

1

日
本
思

想
大

系
1

(岩

波
書
店

)

三
六

～
三

七
頁
。

　
⑩

源
了

圓

『
浄
土

仏
教

の
思
想

』
十

ニ
ー

蓮
如

-

二
二
九

⊥

=
二
一
頁

参

照
。

そ

の
他

。

　
⑪

『
蓮
如

一
向

一
揆
』

1

日
本
思
想

大

系
1

(岩
波

書
店

)
三

八

～
三
九

頁
。

　
⑫

『浄

土
真
宗

聖
典

(
註
釈
版

)
』

=

一
七

～

=

一
八
頁
。

　
⑬

『
浄

土
真
宗

聖
典

(
註
釈
版

)
』

二

二
五
頁

。
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⑭

『
浄
土
真

宗
聖

典

(註
釈

版
V
』

=

五
三

頁
。

⑮

森
竜

吉

は

「
真
宗

に
お

け

る
仏
法

と
王

法
」
1
蓮
如

を
中

心

し
た
試

論
1

(
『
親
鶯
大

系
』
1

歴
史
篇

-

第

七
巻

)
四
六

八
頁

以
下

に

　

蓮
如

の
教
義

的
な

裏
付

け

の
変
遷

に
言

及
し

て

い
る
。

⑯

『浄

土
真
宗

聖

典

(
註
釈

版
)
』

一
一
二
五

頁
。

⑰

山

折
哲

雄

『人

間
蓮

如
』

(春

秋
社

)

一
二
四
頁

。

⑱

佐

々
木

求
己

「
新

出
御
文

集

に

つ

い
て
」

(
『真
宗

研

究
』

二
)

八
ご
丁

八

四
頁
。

⑲

横

井
徹

「
前

掲
論
文

」

五
六

〇
頁
。

⑳

『白

山
宮

荘
厳

講
記

録
』

に

「本

願
寺

威
勢

ニ
ホ

コ
リ
、
寺

社

の
領
知

諸
免

田
年

貢
無

沙
汰
。

(中

略
)

先
代
未

聞

言
語

道
断
之

次

第

　

也
」

と
あ

る
。

⑳

『真

宗
全
書

』

六
九

巻
、

=

二
〇
頁
。

⑳

　

『蓮

如
　

一
向

一
揆

』
1

日
本

思
想
大

系
1

(岩

波
書

店
)

七
〇

頁
。

(⑳
　

『蓮

如
　

一
向

一
揆

』
1

日
本

思
想
大

系
1

(岩

波
書

店
)

七

一
頁
。

⑭

　

『浄

土
真
宗

聖

典

(
註
釈

版
)
』

=

五
四

頁
。

⑳

　

『浄

土
真
宗

聖

典

(
註
釈

版
)
』

=

五
六

頁
。

⑳

『浄

土
真
宗

聖

典

(
註
釈

版
)
』

=

五
九

頁
。

⑳

　

『浄

土
真
宗

聖

典

(
註
釈

版
)
』

一
一
五
九

～

=

六

〇
頁
。

⑳

　

『蓮

如
上

人
行

実
』

稲
葉

昌
丸

編

(法

蔵

館
)

八
八
頁

。

⑳

　

『蓮

如
上

人
行

実
』
九

三
頁
。

又

『
実
悟

旧
記

』

(
『
同
』
、

七

八
頁

)
に
は
、

「
当
流

に

は
惣
体

世
間

機
わ

う
し

、
仏

法

の
上
よ

り
何
事

　

も
あ

ひ
は

た
ら
く

べ
き

こ
と

」

と
あ

る
。

⑳

　

『蓮

如
上

人
行

実
』

五
六
頁

。

⑳

　

こ

の
点

に
関

し
て
、

谷
下

一
夢

は

「
加
賀

の

一
向

一
揆
と
蓮

如

の
王
法

為
本

」

(
『
親
鶯

大
系

』
1

歴
史
篇

-

第
七
巻

、

四
四

二
頁

)

　

「
加
賀

の

一
揆

は
土

一
揆
と

同
種

の
も

の
で
あ

っ
た
と

し
、
蓮

如

の
王
法

為
本

は
皇

室
中

心
主

義

の
提

唱
者

で
あ

っ
た
か

ら

で
は
な
く

　

仏
法
を

立

て
る

た
め

で
あ

る
」
と

述

べ
て

い
る
。
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