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凡
例
】

・�
本
文
中
の
聖
典
第
二
版
と
は
、
東
本
願
寺
出
版
（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版

部
）
発
行
の
『
真
宗
聖
典 

第
二
版
』
を
指
し
ま
す
。
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■
は
じ
め
に

　
み
な
さ
ん
は
朝
夕
に
お
内な

い

仏ぶ
つ

の
前
で
お
念
仏
を
し
て
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

代
々
真
宗
の
ご
門
徒
さ
ん
は
、
ご
本ほ
ん

尊ぞ
ん

に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
念
仏
申
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
、
古
代
イ
ン
ド
の

「
ナ
モ
ー
」「
ア
ミ
タ
ー
バ
」
と
い
う
こ
と
ば
が
元
に
な
り
ま
す
。
こ
の
音
を
漢
字
に

当
て
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
漢
字
の
意
味
は
そ
れ
ほ
ど
な
い

と
、
思
わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
ば
は
仏
語
で
す
か
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
で
私

た
ち
凡ぼ
ん

夫ぶ

が
な
ぜ
救
わ
れ
る
の
か
、
そ
の
理
由
が
分
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
ら

の
こ
と
に
つ
い
て
、
少
し
ず
つ
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
実
は
私
の
妻
が
今
年
（
二
〇
二
三
年
）
の
八
月
の
二
十
一
日
に
白
血
病
で
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亡
く
な
り
ま
し
て
、
ま
だ
二
カ
月
半
ほ
ど
し
か
経
っ
て
い
ま
せ
ん
。
白
血
病
に
な
っ

て
か
ら
一
年
間
は
病
院
生
活
を
し
、
一
応
寛か
ん
解か
い
し
て
家
に
帰
っ
て
き
て
喜
ん
で
い
ま

し
た
が
、
十
カ
月
後
の
今
年
の
三
月
に
再
発
し
ま
し
た
。
再
発
し
て
し
ま
う
と
も
う

助
か
ら
な
い
の
で
す
。
彼
女
の
意
思
で
、
私
と
一
緒
に
亡
く
な
る
ま
で
家
で
半
年
間

過
ご
し
て
き
ま
し
た
。
私
も
妻
も
南
無
阿
弥
陀
仏
の
教
え
が
あ
っ
た
か
ら
、
お
互
い

に
本
当
に
い
い
時
間
を
過
ご
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
教
え
で
、
ど

ん
な
ふ
う
に
死
を
超
え
て
い
く
の
か
、
死
を
受
け
止
め
て
い
け
る
の
か
、
大
変
大
事

な
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
も
お
話
し
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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■
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
意こ
こ
ろ

　「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
、
仏
さ
ま
の
方
か
ら
い
た
だ
い
た
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
た

こ
と
ば
で
す
。
こ
の
こ
と
ば
が
長
い
歴
史
を
経
て
現
在
の
私
に
ま
で
届
い
て
い
る
わ

け
で
す
が
、
今
ほ
ど
お
伝
え
し
た
よ
う
に
古
代
イ
ン
ド
の
語
の
音
を
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
と
い
う
漢
字
に
当
て
た
わ
け
で
す
か
ら
、
漢
字
か
ら
そ
の
意
味
を
読
み
と
る
の

は
難
し
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
ど
の
宗
派
で
も
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
ら
れ
ま

す
。
比
叡
山
で
も
常じ
ょ
う

行ぎ
ょ
う
堂ど
う
と
呼
ば
れ
る
場
所
で
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
唱
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
、
ど
の
宗
派
で
も
南
無
阿
弥
陀
仏
は
あ
る
の
で
す
が
、
他
宗

の
よ
う
な
修
行
の
念
仏
で
は
な
く
て
、
浄
土
真
宗
、
親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

が
伝
え
て
く
だ
さ

っ
て
い
る
念
仏
は
、『
大だ
い

無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

経き
ょ
う

（
大だ

い

経き
ょ
う

）』
に
説
か
れ
る
四
十
八
の
本ほ
ん

願が
ん

の
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教
え
に
裏
打
ち
さ
れ
た
南
無
阿
弥
陀
仏
で
す
。
一
言
で
言
え
ば
南
無
阿
弥
陀
仏
だ
け

れ
ど
も
、
少
し
具
体
的
に
開
い
て
い
け
ば
、
四
十
八
の
本
願
の
教
え
と
し
て
私
た
ち

の
と
こ
ろ
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
親
鸞
聖
人
が
『
大
無
量
寿
経
（
大
経
）』
の
本
願
の
教
え
に
、
身か
ら
だ体

を
貫
か
れ
た
、

そ
の
大
き
な
感
動
の
讃
歌
が
「
正し
ょ
う

信し
ん

念ね
ん

仏ぶ
つ

偈げ

（
正し

ょ
う

信し
ん

偈げ

）」
で
す
。
そ
の
冒
頭
に

「
帰き

命み
ょ
う

無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

如に
ょ

来ら
い

　
南な

無む

不ふ

可か

思し

議ぎ

光こ
う

」（
聖
典
第
二
版
二
二
六
頁
）
と
叫
ば
れ

ま
す
。
こ
の
二
句
が
、
本
願
の
教
え
に
よ
っ
て
、
仏
さ
ま
の
大
き
な
世
界
に
眼
を
開

い
た
親
鸞
聖
人
の
感
動
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
二
句
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
意
味
だ
と

言
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
音
を
当
て
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
漢

字
で
そ
の
意
味
が
分
か
る
で
し
ょ
う
。「
無
量
」
は
人
間
の
考
え
や
分
別
を
超
え
た
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量は
か

る
こ
と
の
で
き
な
い
、「
寿
」
は
い
の
ち
と
い
う
意
味
で
す
。
で
す
か
ら
親
鸞
聖

人
が
ま
ず
叫
ば
れ
た
の
は
、
私
た
ち
の
分
別
を
超
え
た
大
き
な
仏
さ
ま
の
無
量
の
い

の
ち
に
帰
命
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。「
帰
命
」
は
、
専
門
的
に
は
難
し
い
の
で
、

こ
こ
で
は
そ
の
意
味
を
と
っ
て
、
大
き
な
仏
さ
ま
の
分
別
を
超
え
た
無
量
の
い
の
ち
、

南
無
阿
弥
陀
仏
の
い
の
ち
に
目
覚
め
、
そ
の
命
を
生
き
抜
い
て
い
く
と
言
っ
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

■
私
の
命
、
仏
さ
ま
の
い
の
ち

　
で
は
、
命
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
み
な
さ
ん
は
、
私
の
命
と
思
っ
て
い
る
で
し
ょ

う
。
そ
れ
か
ら
命
だ
け
で
は
な
く
て
、
私
の
家
族
、
友
人
、
全
部
私
を
中
心
に
し
か
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考
え
ら
れ
ま
せ
ん
ね
。
生
ま
れ
た
時
の
こ
と
は
記
憶
に
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
小
学

校
に
行
く
前
く
ら
い
か
ら
記
憶
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
人
間

に
な
っ
て
か
ら
、
つ
ま
り
こ
と
ば
を
覚
え
、
自
我
が
生
ま
れ
て
か
ら
記
憶
と
し
て
残

る
か
ら
で
す
。
そ
う
す
る
と
四
歳
頃
か
ら
「
私
」
と
い
う
人
間
に
な
っ
た
と
考
え
て

い
い
わ
け
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
自
我
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
は
「
自じ

力り
き

」
と
お
っ
し

ゃ
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
が
自
力
と
い
う
時
は
、
自
分
の
力
と
い
う
よ
り
も
、
自
我
と

い
う
意
味
に
近
い
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。
な
ぜ
な
ら
仏
教
は
、
基
本
的
に
「
無む

我が

」

を
説
く
か
ら
で
す
。

　
赤
ち
ゃ
ん
だ
っ
た
頃
の
記
憶
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
四
歳
頃
ま
で
は
自
我

が
生
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、
ど
ん
な
お
家
に
生
ま
れ
た
か
、
み
な
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
違


