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Ⅰ
孤
独
の
な
か
で

『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』
は
『
註
釈

版
聖
典
』
と
略
記
し
て
お
り
ま
す
。
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生
は
存
の
外
の
こ
と

日
本
の
歴
史
の
上
で
は
、
数
え
切
れ
な
い
程
多
く
の
内
乱
が
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
最
も
悲
惨
な
戦
い
く
さ

と
言
わ
れ
た
の
は
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
に
京
都
で
起
こ
っ
た
保ほ
う

元げ
ん

の
乱
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
皇
位

を
め
ぐ
っ
て
不
満
を
持
つ
兄
の
崇す

徳と
く

上
皇
と
弟
の
後ご

白し
ら

河か
わ

天
皇
が
激
し
く
対
立
し
、
公く

家げ

も
武
士
も
、

親
子
兄
弟
が
敵
味
方
に
分
か
れ
て
、
互
い
に
命
を
奪
い
合
う
と
い
う
内
戦
で
あ
っ
た
。

こ
の
内
乱
の
様
子
を
詳
細
に
記
し
た
も
の
に
『
保
元
物
語
』（
作
者
不
詳
）
と
い
う
書
物
が
あ
る
。

鎮
西
八
郎
為た
め

朝と
も

の
奮
戦
ぶ
り
な
ど
が
描
か
れ
た
こ
の
軍
記
物
の
な
か
に
、
天
皇
側
に
つ
い
て
い
た
源
み
な
も
と

義よ
し

朝と
も

（
頼
朝
・
義
経
の
父
）
の
言
葉
が
出
て
く
る
。
彼
は
、
上
司
の
信し
ん

西ぜ
い

か
ら
、
親
・
兄
弟
を
捨
て
て

天
皇
側
に
つ
い
た
の
は
殊
勝
な
こ
と
と
賞
め
ら
れ
た
上
に
、
こ
の
た
び
の
戦
の
大
将
に
任
ぜ
ら
れ
た
か

ら
に
は
、
忠
勤
を
励
む
よ
う
に
と
言
わ
れ
た
。
当
時
、
武
士
は
公
家
に
仕
え
て
い
た
。
信
西
は
、
義
朝

の
父
で
あ
る
為
義
や
弟
の
為
朝
が
上
皇
側
に
組
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
、
義
朝
の



生は存の外のこと
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錯
覚
し
、
い
ま
生
き
て
い
る
こ
と
は
ご
く
当
り
前
の
こ
と
と
思
っ
て
、
た
だ
い
た
ず
ら
に
年
月
を
送
り

が
ち
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
こ
と
に
「
酔す
い

生せ
い

夢む

死し

」
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
指
す
の
で

あ
ろ
う
。

死
を
忘
れ
て
日
暮
ら
し
を
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
、
警
告
を
発
し
た
文
章
が
あ
っ
た
。
京
都
学
派
と

し
て
有
名
な
哲
学
者
田
辺
元
博
士
の
「
メ
メ
ン
ト　

モ
リ
」
と
い
う
短
文
の
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
こ
の

「
メ
メ
ン
ト　

モ
リ
」
と
い
う
言
葉
は
〈
死
を
忘
れ
る
な
〉
と
い
う
意
味
の
ラ
テ
ン
語
の
よ
う
で
、
死

を
忘
れ
な
い
よ
う
に
当
時
の
人
間
を
戒
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
昭
和
三
十
三
年
に
書

か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
氏
は
こ
の
な
か
で
、

毎
日
の
ラ
ジ
オ
が
、
た
あ
い
な
い
娯
楽
番
組
に
爆
笑
を
強し

ひ
、
芸
術
の
名
に
値
ひ
せ
ざ
る
歌
謡
演

劇
に
一
時
の
慰
楽
を
競
ふ
の
は
、
た
だ
一
刻
で
も
死
を
忘
れ
さ
せ
生
を
楽
し
ま
せ
よ
う
と
い
ふ
た

め
で
は
な
い
か
。「
死
を
忘
れ
る
な
」
の
反
対
に
「
死
を
忘
れ
よ
」
が
、
現
代
人
の
モ
ッ
ト
ー
で

苦
衷
を
察
し
て
敢
て
そ
の
よ
う
に
語
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
義
朝
は
、

死し
ぬ
るは
案あ
ん

の
内う
ち

の
事
、
生い
き
るは
存ぞ
ん

の
外ほ
か

の
こ
と
也
。

�

（『
保
元
物
語　

平
治
物
語
』『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
第
三
一
巻
、
九
一
頁
）

と
信
西
に
申
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
死
ぬ
の
は
思
っ
て
い
た
通
り
に
な
る
こ
と
で
あ

り
、
生
き
る
の
は
思
っ
て
も
い
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
義
朝
は
、
こ
の
言
葉
を
発
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
を
覚
悟
し
て
戦
場
に
赴
く
の
で
あ
る
か
ら
、
生
き
て
帰
る
な
ど
思
っ
て
も
い
な

い
と
い
う
心
情
を
吐と

露ろ

し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
義
朝
の
言
葉
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
人
生
を
生
き
る
上
で
最
も
大
切
な
心
得
を
教
え
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
戦
時
で
な
く
て
も
、
死
は
必
然
で
あ
り
、
生
は
偶
然
で
あ
る
と
い
う

の
が
ま
ち
が
い
な
く
人
生
の
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
も
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
、
死
は
偶
然
の
こ
と
と


