
な
ぜ
？ 
か
ら
は
じ
ま
る 

歎
異
抄

真
宗
新
書

武
田
定
光 

Ta
ked

a
 Sa

d
a

m
itsu





　『
歎
異
抄
』
は
、
親し

ん

鸞ら
ん

（
一
一
七
三
〜
一
二
六
二
）
の
語
録
で
す
。
京
都
で
生
ま
れ

た
親
鸞
は
九
歳
で
出し
ゅ
っ家け

し
、
二
十
九
歳
ま
で
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

で
修
道
生
活
を
お
く
り
ま
す
。
そ

の
後
、
山
を
降
り
法ほ
う

然ね
ん

の
開
い
た
「
吉よ

し

水み
ず

の
草そ

う

庵あ
ん

」
へ
向
か
い
弟
子
と
な
り
ま
す
。
と

こ
ろ
が
朝
廷
と
旧
仏
教
に
よ
る
専せ
ん

修じ
ゅ

念ね
ん

仏ぶ
つ

の
弾
圧
に
遭
い
、
新
潟
（
越え

ち

後ご

）
へ
流る

罪ざ
い

に

な
り
ま
す
。
四
年
後
に
罪
は
許
さ
れ
、
そ
の
後
、
北
関
東
へ
移
り
住
み
ま
す
。
こ
の
地

は
じ
め
に
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で
約
二
十
年
間
、
伝
道
生
活
を
し
、
た
く
さ
ん
の
弟
子
が
生
ま
れ
、
さ
な
が
ら
教
団
が

形
成
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
六
十
三
歳
頃
、
生
ま
れ
故
郷
の
京
都
へ
戻
り
、
著
述
活
動

を
行
い
、
九
十
歳
で
亡
く
な
り
ま
す
。

　『
歎
異
抄
』
の
著
者
は
、
親
鸞
の
弟
子
の
唯ゆ
い

円え
ん

だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
親
鸞
が
去
っ

た
後
の
関
東
教
団
で
は
信
仰
に
混
乱
が
生
じ
、
様
々
な
異
義
（
異
説
）
が
生
ま
れ
ま

す
。
そ
の
異
義
を
批
判
し
、
親
鸞
の
語
る
正
し
い
信し
ん

心じ
ん

に
立
ち
返
ろ
う
と
い
う
の
が
執

筆
の
動
機
で
す
。

　『
歎
異
抄
』
に
は
、
そ
の
独
特
な
言
い
回
し
か
ら
常
識
で
は
と
う
て
い
納
得
で
き
な

い
表
現
が
出
て
き
ま
す
。
そ
の
都
度
、
私
た
ち
は
「
な
ぜ
？
」
と
立
ち
止
ま
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
「
な
ぜ
？
」
こ
そ
が
、
歎
異
抄
を
読
む
た
め
の
正
攻
法
な
の
で
す
。
も

し
「
な
ぜ
？
」
と
立
ち
止
ま
ら
な
け
れ
ば
、
歎
異
抄
へ
の
入
口
は
開
か
れ
ま
せ
ん
。
お

お
い
に
「
な
ぜ
？
」
と
い
う
疑
問
を
い
だ
き
、
歎
異
抄
の
奥
へ
奥
へ
と
入
っ
て
い
た
だ
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き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
実
は
、
こ
の
「
な
ぜ
？
」
に
最
初
に
立
ち
止
ま
っ
た
の
が
、
歎
異
抄
の
著
者
で
あ
る

弟
子
の
唯
円
で
す
。
彼
は
七
百
年
以
上
前
に
「
な
ぜ
？
」
と
感
じ
た
の
で
す
。
で
す
か

ら
、
こ
の
「
な
ぜ
？
」
に
現
代
の
私
が
立
ち
止
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
の
内
面
に

唯
円
を
体
験
す
る
こ
と
で
す
し
、
仏
法
が
釈し
ゃ

迦か

の
成

じ
ょ
う

道ど
う

以
来
、
二
千
五
百
年
と
い
う
時

間
を
超
え
て
、
私
に
〈
い
ま
〉
伝
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
証
明
す
る
の
で
す
。

　
歎
異
抄
の
構
成
は
、
前
半
の
十
条
ま
で
が
親
鸞
の
言
葉
を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
、
後

半
の
八
条
は
、
弟
子
の
唯
円
が
異
義
を
批
判
し
、
正
し
い
教
え
を
弁
証
し
て
い
く
部
分

で
す
。

　
一
万
二
千
字
弱
の
短
編
で
す
が
、
こ
こ
に
展
開
し
て
い
る
信
仰
の
エ
キ
ス
は
珠
玉
の

も
の
で
す
。
既
成
概
念
で
い
う
「
仏
教
」
を
超
え
、「
宗
教
」
と
い
う
範は
ん

疇ち
ゅ
う

を
も
超
え
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た
新
た
な
思
想
を
指
し
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
唯
円
の
意
図
し
た
こ
と
を
も
超
え
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
は
や
作
者
の
意
図
を
超
え
、
救
済
の
法
則
性
そ
の
も
の

が
作
者
を
通
し
て
展
開
し
た
か
の
よ
う
で
す
。
こ
の
救
済
の
思
想
に
は
、
ま
だ
名
前
が

あ
り
ま
せ
ん
。
と
り
あ
え
ず
「
真
宗
」
と
か
「
真
実
」
と
名
づ
け
て
い
る
だ
け
な
の
で

す
。

　
よ
く
歎
異
抄
は
、「
弟
子
が
受
け
止
め
た
親
鸞
」（
語
録
）
で
、
そ
れ
は
本
当
の
親
鸞

で
は
な
い
か
ら
、
親
鸞
の
著
作
を
読
む
べ
き
だ
と
い
う
意
見
を
聞
き
ま
す
。
確
か
に
親

鸞
の
著
作
を
読
む
こ
と
は
大
切
な
こ
と
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
歎
異
抄
に
は

親
鸞
本
人
に
は
な
い
表
現
が
あ
る
か
ら
こ
そ
素
晴
し
い
の
で
す
。

　
そ
れ
は
弟
子
の
こ
こ
ろ
に
受
け
止
め
ら
れ
た
親
鸞
な
の
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が

「
如に
ょ

是ぜ

我が

聞も
ん

」（
私
は
こ
の
よ
う
に
聞
き
ま
し
た
）
と
い
う
仏
教
の
正
し
い
伝
承
の
仕

方
な
の
で
す
。
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仏
教
の
伝
承
が
権
威
主
義
に
な
ら
な
い
の
は
、
絶
大
な
師
が
あ
り
、
師
の
発
言
だ
け

が
正
統
だ
と
考
え
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
む
し
ろ
師
の
教
え
を
聞
き
仏
弟
子
が
誕
生
し
、

そ
の
仏
弟
子
が
師
の
尊
さ
を
逆
に
証
明
す
る
の
で
す
。
師
の
教
え
を
受
け
た
仏
弟
子

は
、
独
自
の
表
現
を
生
み
ま
す
。
ま
た
独
自
の
表
現
を
生
ま
な
い
よ
う
な
も
の
は
仏
教

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
代
に
応
じ
て
表
現
が
変
わ
っ
て
も
、
そ
の
中
を
普
遍
の
真
実
が

流
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
仏
説
と
同
質
な
の
で
す
。

　
大
切
な
こ
と
は
親
鸞
と
い
う
「
ひ
と
」
が
語
っ
て
い
る
か
ら
真
実
な
の
で
は
な
く
、

ま
た
「
弟
子
の
受
け
止
め
た
親
鸞
」
だ
か
ら
間
違
っ
て
い
る
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
親

鸞
を
し
て
親
鸞
に
語
ら
し
め
た
も
の
、
弟
子
の
唯
円
を
通
し
て
唯
円
に
語
ら
し
め
た
も

の
こ
そ
が
真
実
な
の
で
す
。

　
真
実
は
必
ず
ひ
と
を
通
し
て
こ
の
世
に
現
れ
ま
す
。
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
ひ
と
に

目
を
奪
わ
れ
な
い
こ
と
で
す
。
ひ
と
を
そ
の
よ
う
に
語
ら
し
め
た
真
実
に
こ
そ
着
目
し
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て
い
く
べ
き
な
の
で
す
。
た
だ
、
そ
こ
に
真
実
が
流
れ
て
い
る
と
受
け
止
め
ら
れ
る
か

ど
う
か
が
、
読
者
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
自
分
自
身
の
直
感
を
た
よ
り
に
、
さ
あ
歎
異
抄
の
世
界
に
飛
び
込
ん
で
い
き
ま
し
ょ

う
。

8



な
ぜ
？ 

か
ら
は
じ
ま
る
歎
異
抄
　
　
　
　
も
く
じ



 
 

は
じ
め
に
…
…
…

 

序 

誤
解
こ
そ
理
解
の
入
り
口
…
…
…

 
第
一
条 

信
じ
る
っ
て
な
に
？
…
…
…

 

第
二
条 

前
編 
往
生
っ
て
な
に
？
…
…
…

 

第
二
条 

後
編 

念
仏
っ
て
な
に
？
…
…
…

 

第
三
条 

な
ぜ
悪
人
が
救
わ
れ
る
の
？
…
…
… 16

24
3240

48

3

10



 

第
四
条 

愛
っ
て
な
に
？
…
…
…

 

第
五
条 

供
養
っ
て
な
に
？
…
…
…

 

第
六
条 

仏
弟
子
っ
て
な
に
？
…
…
…

 
第
七
条 

無
碍
っ
て
な
に
？
…
…
…

 

第
八
条 
「
は
か
ら
い
」っ
て
な
に
？
…
…
…

 

第
九
条 

信
仰
のマン
ネ
リ
ズ
ム
と
は
？
…
…
…

 

第
十
条 

義
っ
て
な
に
？
…
…
…

 

第
十
一条 

二
つ
に
分
け
る
罪
…
…
…

56

64
72

80

88
96

104

112

11 もくじ



 

第
十
二
条 

知
と
信
の
関
係
…
…
…

 

第
十
三
条 

前
編 

宿
業
と
運
命
論
の
違
い…
…
…
　

 
第
十
三
条 

後
編 

「
本
願
ぼ
こ
り
」っ
て
な
に
？
…
…
…

 
第
十
四
条 

罪
滅
ぼ
し
と
は
？
…
…
…

 

第
十
五
条 

さ
と
り
と
信
心
の
関
係
…
…
…

 

第
十
六
条 
回
心
っ
て
な
に
？
…
…
…

 

第
十
七
条 

信
仰
に
結
論
な
し
…
…
…

 

第
十
八
条 

お
布
施
と
信
心
？
…
…
…

144

152

160
168176

120

128

136

12



 

後
序（ 

一 

） 

救
い
の
平
等
性
と
は
？
…
…
…

 

後
序（
二
） 

ふ
た
つ
の
お
お
せ
…
…
…

 
後
序（
三
） 

親
鸞
を
弾
圧
し
た〈
常
識
〉…
…
…

 
 

お
わ
り
に
…
…
…

184

192

200

209

13 もくじ



一
、 『
歎
異
抄
』の
原
文
は
、『
真
宗
聖
典
』（
東
本
願
寺
出
版（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
）

　
　
発
行
）に
依
り
ま
す
。
な
お
、
ル
ビ
は
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
適
宜
追
加
し
ま
し
た
。

一
、 『
歎
異
抄
』の
現
代
語
訳
は
、
武
田
定
光
さ
ん
が
中
心
と
な
っ
て
作
り
上
げ
た『
現
代
語
　

歎
異
抄
│
い
ま
、
親
鸞
に
聞
く
』（
朝
日
新
聞
出
版
）の
口
語
訳
文
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

凡  
例
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竊ひ
そ

か
に
愚ぐ

案あ
ん

を
回め
ぐ

ら
し
て
、
ほ
ぼ
古こ

今こ
ん

を
勘
か
ん
が

う
る
に
、
先せ
ん

師し

の
口く

伝で
ん

の
真し
ん

信し
ん

に
異こ
と

な
る
こ
と
を
歎な
げ

き
、
後こ
う

学が
く

相そ
う

続ぞ
く

の
疑
惑
あ
る
こ
と
を
思
う
に
、
幸
い

に
有う

縁え
ん

の
知
識
に
よ
ら
ず
は
、
い
か
で
か
易い

行ぎ
ょ
うの

一い
ち

門も
ん

に
入い

る
こ
と
を
得え

ん

や
。
全
く
自じ

見け
ん

の
覚
悟
を
も
っ
て
、
他た

力り
き

の
宗
し
ゅ
う

旨し

を
乱
る
こ
と
莫な
か

れ
。
よ
っ

て
、
故こ

親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

御お
ん

物も
の

語が
た
りの

趣
お
も
む
き、

耳
み
み
の

底そ
こ

に
留と
ど

ま
る
と
こ
ろ
、
い
さ
さ
か
こ
れ

を
し
る
す
。
ひ
と
え
に
同ど
う

心し
ん

行ぎ
ょ
う

者じ
ゃ

の
不ふ

審し
ん

を
散さ
ん

ぜ
ん
が
た
め
な
り
と
云
々
。

原 文

誤
解
こ
そ
理
解
の
入
り
口

序
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私
が
思
う
に
、
親
鸞
聖
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
こ
ろ
と
い
ま
と
を
く
ら
べ
て
み
る

と
、
聖
人
が
直
接
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
信
心
と
異
な
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
ま
こ
と
に

悲
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
教
え
を
学
び
受
け
継
ぐ
者
た
ち
に
、
疑
い
や

惑ま
ど

い
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
。
よ
き
師
に
出で

遇あ

う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
本ほ
ん

願が
ん

念ね
ん

仏ぶ
つ

の
教
え

に
は
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
勝
手
な
考
え
で
、
他
力
の
教
え
を
決

し
て
乱
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
亡
き
聖
人
か
ら
お
聞
き
し
て
忘
れ
ら
れ
な
い
お

話
の
要
点
を
書
き
記
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
、
ひ
と
え
に
同
じ
志
こ
こ
ろ
ざ
しの
求ぐ

道ど
う

者し
ゃ

が
陥お
ち
い
り
や

す
い
不
明
な
点
を
除
く
た
め
で
あ
る
。

現 代 語 訳

17 序……誤解こそ理解の入口



　『
歎た

ん

異に

抄し
ょ
う』
は
親
鸞
没
後
二
十
〜
三
十
年
に
書
か
れ
た
信
仰
の
書
で
す
。
唯ゆ

い

円え
ん

と
い

う
直
弟
子
が
、
親
鸞
亡
き
後
の
信
仰
の
混
乱
を
歎な
げ

き
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
本
当
の
信
心

に
立
ち
返
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
で
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　『
歎
異
抄
』
は
、
前
半
（
序
〜
十
条
）
と
後
半
（
十
一
条
〜
後
序
）
の
二
部
で
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。
前
半
は
「
師し

訓く
ん

篇へ
ん

」
と
呼
ば
れ
、
主
に
親
鸞
の
語
っ
た
言
葉
を
集
め

て
い
ま
す
。
後
半
は
「
歎た
ん

異に

篇
」
あ
る
い
は
「
異い

義ぎ

篇
」
と
呼
ば
れ
、
唯
円
が
信
仰
の

混
乱
を
分
析
し
、
本
当
の
信
仰
の
あ
り
方
を
弁
証
し
て
い
く
部
分
で
す
。
今
回
と
り
あ

げ
る
「
序じ
ょ

」
に
は
「
耳み

み
の
そ
こ底
に
留と

ど

ま
る
と
こ
ろ
、
い
さ
さ
か
こ
れ
を
し
る
す
」
と
あ
り
、

師
で
あ
る
親
鸞
の
言
葉
が
、
耳
の
底
に
刻
ま
れ
忘
れ
よ
う
に
も
忘
れ
ら
れ
な
い
と
い

う
感
動
を
表
し
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、『
歎
異
抄
』
は
大だ
い
じ
ょ
う
ぶ
っ
て
ん

乗
仏
典
と
同
じ
形
式
を
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と
っ
て
い
ま
す
。
お
経き

ょ
う
は
す
べ
て
「
如に

ょ

是ぜ

我が

聞も
ん

」
か
「
我が

聞も
ん

如に
ょ

是ぜ

」
で
始
ま
り
ま
す
。

私
は
こ
の
よ
う
に
教
え
を
受
け
止
め
、
こ
れ
で
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
と

い
う
表
ひ
ょ
う

白は
く

で
す
。「
如
是
我
聞
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
意
味
は

同
じ
で
す
。
お
釈し
ゃ

迦か

様
が
み
ず
か
ら
筆
を
執と

っ
た
お
経
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
、
弟

子
た
ち
の
聞き
き

書が
き

で
す
。
つ
ま
り
、
師
が
「
真
実
は
こ
こ
に
あ
り
」
と
力
説
す
る
の
で
は

な
く
、
弟
子
に
よ
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
師
の
教
え
の
真
実
こ
そ
が
「
真
の
仏
説
」
で

す
。
真
実
は
一
部
の
宗
教
的
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
誰
に
お

い
て
も
平
等
に
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
仏
弟
子
の
歴
史

が
仏
法
そ
の
も
の
の
歴
史
な
の
で
す
。

　
文
中
の
「
易い

行ぎ
ょ
うの

一い
ち

門も
ん

」
と
は
、
お
念
仏
に
す
べ
て
を
お
ま
か
せ
す
る
教
え
の
こ
と

で
す
。
易
行
と
は
「
難な
ん

行ぎ
ょ
う」
に
対
す
る
言
葉
で
、
表
面
上
の
意
味
は
「
易や

さ

し
い
行
」
で

す
。
も
し
難
し
い
修
行
を
す
る
人
間
だ
け
が
救
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
仏
教
は
特
殊
な
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エ
リ
ー
ト
だ
け
が
救
わ
れ
る
不
平
等
な
教
え
と
な
り
ま
す
。
山
の
中
を
駆
け
め
ぐ
る
の

が
修
行
な
ら
、
お
年
寄
り
や
体
の
弱
い
ひ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
誰
で
も
す
る

こ
と
の
で
き
る
平
等
な
行
と
い
う
意
味
で
、
お
念
仏
を
「
易
行
」
と
言
い
ま
す
。

　
私
も
最
初
は
、「
易
行
」
を
「
人
間
の
す
る
易
し
い
修
行
」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
違
う
と
『
歎
異
抄
』
か
ら
教
え
ら
れ
ま
し
た
。「
易
行
と
は
い
か

な
る
努
力
も
不
要
な
行
だ
」
と
。
少
し
の
努
力
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
努
力
は
不
要
な

の
で
す
。
そ
う
な
る
と
、「
さ
あ
こ
れ
か
ら
お
念
仏
を
称と
な

え
ま
し
ょ
う
」
と
意
識
的
に

努
力
す
る
こ
と
も
不
要
に
な
り
、
八は
っ

方ぽ
う

塞ふ
さ

が
り
に
な
り
ま
し
た
。
お
念
仏
は
恐
ろ
し
い

教
え
で
す
。
人
間
が
少
し
で
も
努
力
し
て
念
仏
を
称
え
よ
う
と
す
る
、
そ
の
作さ
く

為い

の
息

の
根
を
断
ち
切
る
の
で
す
。
断
ち
切
っ
て
即
座
に
大
い
な
る
愛
に
包
み
込
み
ま
す
。

　
人
間
が
宗
教
に
近
づ
く
多
く
の
場
合
、
誤
解
で
近
づ
き
ま
す
。
し
か
し
、
誤
解
を
恐
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れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誤
解
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
誤
解
を
解
い
て
く
れ
る
教
え
に
出で

遇あ

え
ま
す
。
む
し
ろ
誤
解
が
な
け
れ
ば
、
理
解
へ
の
手
が
か
り
は
な
く
な
り
ま
す
。
親

鸞
は
関
東
の
門
弟
た
ち
の
混
乱
ぶ
り
を
み
て
、「
ひ
と
び
と
の
信
心
の
ま
こ
と
な
ら
ぬ

こ
と
の
あ
ら
わ
れ
て
そ
う
ろ
う
。
よ
き
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う
」（『
親
鸞
聖
人
御ご
し

消ょ
う

息そ
く

集し
ゅ
う』）

と
述
べ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
が
混
乱
し
て
い
る
の
は
信
心
が
本
当
で
な
い
こ
と
の
表
れ

だ
か
ら
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
が
あ
ぶ
り
出
さ
れ
た
の
は
よ
い
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
「
よ
き
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う
」
と
い
う
受
け
止
め
こ
そ
、『
歎
異
抄
』
に
流

れ
て
い
る
「
歎
異
の
こ
こ
ろ
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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